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ｂ

終
了
未
遂
の
中
止

未
遂
が
既
に
終
了
し
た
場
合
、
構
成
要
件
的
結
果
の
発
生
を
任
意
に
阻
止
し
た
と
き
、
終
了
未
遂
の
中
止
犯

が
成
立
す
る
。
こ
の
場
合
、
ど
の
み
ち
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
え
る
結
果
を
回
避
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
終
了
未
遂
は
不
能
未
遂
で
も
な
く
、
客
観
的
に
失
敗
し
た
（
失
策
未
遂
）
の
で
も
な
い
こ
と
が
前
提
と

291
）

な
る
。

行
為
者
に
は
、
さ
ら
な
る
行
為
の
続
行
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
既
遂
に
至
る
、
か
す
か
に
す
ぎ
な
い
な
い
と
は
い
え
な
い
危
険
性

の
あ
る
こ
と
の
意
識
が
必
要
と
な
る（
危
険
意
識
）。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
終
了
未
遂
の
中
止
の
主
観
的
要
件
と
し
て
救
助
を
す
る
決
意
、
す

な
わ
ち
、
既
遂
を
阻
止
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
決
意
、
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
は
結
果
の
発
生
を
回
避
す
る
た
め
の
効
果
的
な
対
抗
活

動
を
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
行
為
者
は
、
認
識
と
意
欲
を
も
っ
て
既
遂
の
阻
止
に
向
け
ら
れ
た
行
為
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

292
）

な
い
。
阻
止
の
「
目
的
」
は
必
要
で
な
く
、
通
常
の
阻
止
故
意
、
し
た
が
っ
て
、
未
必
の
阻
止
故
意
で
足
り

293
）

る
が
、
構
成
要
件
的
結
果
の

発
生
を
う
っ
か
り
間
違
え
て
回
避
し
た
と
き
、
主
観
的
要
件
は
満
た
さ
れ
な
い
こ
と
と

294
）

な
る
。
し
か
し
、
行
為
者
が
直
ち
に
で
は
な
く
、

少
し
時
間
が
た
っ
て
か
ら
、
例
え
ば
、
逃
亡
し
た
後
で
救
助
の
決
意
を
し
た
場
合
で
も

295
）

よ
い
。

行
為
者
は
自
分
の
行
為
が
少
な
く
と
も
、
結
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
の
に
適
切
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

296
）

あ
る
。
行
為
者
は

「
自
分
の
確
信
に
拠
っ
て
」結
果
回
避
に
必
要
な
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

297
）

な
い
。
中
止
行
為
に
よ
っ
て
犯
行
隠
蔽
と
い
っ
た
他
の
目
的
に

も
役
立
た
せ
よ
う
と
す
る
場
合
で
も
、
阻
止
故
意
は
認
め
ら

298
）

れ
る
。
し
か
し
、
救
急
車
を
呼
ぶ
と
い
っ
た
救
助
行
為
が
専
ら
犯
跡
隠
蔽
の

た
め
で
あ
る
と
き
、
阻
止
故
意
は
認
め
ら
れ

299
）

な
い
。

行
為
者
は
、
自
ら
の
手
に
よ
っ
て（
自
手
性
）、
結
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
必
要
は
な
い
。
行
為
者
が
、
自
分
の
代
わ
り
に
あ
る
い
は
自
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分
と
と
も
に
結
果
を
阻
止
す
る
第
三
者
（
例
え
ば
、
医
師
）
の
助
け
を
借
り
て
も

300
）

よ
い
。
し
か
し
、
先
取
り
さ
れ
た
中
止
と
い
う
も
の
は

な
い
。
例
え
ば
、
致
命
傷
を
与
え
る
決
闘
の
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
医
師
を
呼
ん
で
お
く
と
い
っ
た
場
合
で

301
）

あ
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
終
了
未
遂
の
中
止
が
成
立
す
る
た
め
の
行
為
と
は
客
観
的
に
見
て
い
か
な
る
性
質
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
で
あ
る
。
わ
が
国
の
判
例
・
通
説
は
「
真
摯
性
」
を
要
求
し
て

302
）

い
る
。
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
学
説
に
は
、
行
為
者
に
は
構
成
要
件
的
結

果
の
発
生
を
阻
止
す
る
た
め
の
「
ぎ
り
ぎ
り
の
努
力
」
を
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
、
つ
ま
り
、
結
果
を
阻
止
す
る
こ
と
の
で
き
る
複
数

の
手
段
が
あ
る
と
き
、
行
為
者
は
最
も
確
実
な
手
段
（
最
適
な
い
し
最
善
救
助
行
為
）
を
選
択
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し
な
い
と
き
は
阻

止
行
為
と
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
と
す
る
見
解
（
最
適
行
為
説
）
が
見
ら

303
）

れ
る
。
本
説
に
よ
れ
ば
、
殺
人
行
為
者
が
救
急
車
を
呼
ぶ

だ
け
で
は
足
り
ず
、
そ
れ
が
到
着
す
る
の
を
現
場
で
待
ち
、
到
着
し
た
ら
直
ち
に
具
体
的
状
況
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
が
単
独
で
対
処
す
る
場
合
と
、
他
人
を
も
煩
わ
す
場
合
に
分
け
て
検
討
す
る
必
要
が

304
）

あ
る
。
行
為
者

が
単
独
の
行
為
で
既
遂
を
阻
止
す
る
場
合
、
先
ず
、
行
為
者
が
構
成
要
件
的
結
果
の
回
避
の
た
め
に
と
も
か
く
も
（
共
）
因
果
関
係
を
生

じ
さ
せ
る
因
果
連
鎖
を
動
か
す
こ
と
が
必
要
で

305
）

あ
る
。
行
為
者
が
、
よ
り
確
実
に
既
遂
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
よ
り
良
い
、
よ
り
迅
速
な

救
助
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
で
行
為
者
を
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
（「
終
わ
り
よ
け
れ
ば
、
全
て
よ
し
」）。
し
か
し
、
最
適
阻
止
行
為
は
要
求
さ
れ
な
い
も
の
の
、
次
に
、
結
果
の
阻
止
は
行
為
者
に
「
そ

の
仕
業
と
し
て
客
観
的
に
帰
属
さ
れ
う
る
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
阻
止
結
果
の
客
観
的
帰
属
）。
偶
然
に
結
果
を
回
避
し
た
と
い

う
こ
と
で
は
足
り
な
い
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
、「
危
殆
化
さ
れ
た
法
益
を
救
助
す
る
重
要
な
機
会
を
創
設
し
、
こ
の
機
会
が
既
遂
に
至

ら
な
か
っ
た
と
い
う
形
で
実
現
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
が
必
要
で

306
）

あ
る
。
行
為
者
が
、
必
ず
し
も
最
適
と
は
云
え
な
い
が
、
救
助
に
適
し
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た
行
為
を
行
い
、
こ
の
行
為
に
よ
り
構
成
要
件
的
結
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
と
い
う
こ
と
で
足
り
る
。
例
え
ば
、
行
為
者
が
そ
の
毒
を
盛

ら
れ
た
被
害
者
に
嘔
吐
剤
を
与
え
、
そ
の
命
を
守
っ
た
と
い
う
場
合
、
嘔
吐
剤
を
与
え
る
行
為
と
死
の
結
果
阻
止
と
の
間
に
因
果
関
係
が

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
阻
止
結
果
の
客
観
的
帰
属
も
可
能
で
あ
る
。
嘔
吐
剤
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
医
者
を
呼
ぶ
と
い
っ
た
最
適
救

助
行
為
で
は
な
い
も
の
の
、
救
助
の
見
込
み
を
適
切
に
も
高
め
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
実
際
に
そ
れ
が
実
現
し
た
か
ら
で

307
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
行
為
者
が
単
独
で
結
果
阻
止
行
為
を
し
て
、
実
際
に
結
果
の
発
生
を
阻
止
し
た
場
合
に
は
、
阻
止
結
果
の
客
観
的
帰
属

で
足
り
る
。
こ
の
場
合
、
行
為
者
が
被
害
者
を
よ
り
良
く
、
よ
り
迅
速
に
、
よ
り
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
な
く
結
果
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き

た
か
否
か
、
信
頼
す
る
に
足
る
阻
止
行
為
を
し
た
か
否
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
不
発
生
と
い
う
結
果
が
行
為
者
を
正
当
化

す
る
」
と
云
え
る
。
し
か
し
、「
教
唆
」
の
形
態
を
と
る
場
合
の
よ
う
に
、
他
人
の
行
為
を
あ
て
に
す
る
と
き
に
は
、
行
為
者
に
は
結
果
発

生
を
阻
止
す
る
た
め
の
最
適
と
ま
で
は
い
え
な
い
も
の
の
、
信
頼
す
る
に
足
る
阻
止
行
為
が
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
他
人
の
行
為
を

あ
て
に
し
て
結
果
の
発
生
が
阻
止
さ
れ
る
と
き
、
行
為
者
は
他
人
が
救
助
行
為
し
、
結
果
を
阻
止
す
る
こ
と
に
頼
る
こ
と
と
な
る
。
そ
う

す
る
と
、
行
為
者
は
、
頼
っ
て
も
い
い
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
結
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
た
め
の
信
頼
す
る
に
足
る
行
為
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い（
い
わ
ゆ
る
必

308
）

要
説
）。
例
え
ば
、
殺
人
犯
が
瀕
死
の
重
傷
を
負
わ
せ
た
被
害
者
を
救
う
べ
く
、
本
来
な
ら
消
防
に
通
報
し
救
急
車

を
呼
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
、
警
察
に
通
報
す
る
行
為
は
、
最
適
阻
止
行
為
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
信
頼
す
る
に
足
る
行
為
と
い
え

309
）

よ
う
。
信

頼
す
る
に
足
り
る
行
為
は
被
害
者
保
護
の
観
点
か
ら
も
支
持
さ
れ
よ
う
。
行
為
者
に
容
易
に
中
止
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
、
行
為
者
は

い
っ
そ
う
か
っ
と
な
っ
て
致
命
的
行
為
を
し
や
す
く
な
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
、
行
為
者
が
信
頼
に
足
る
行
為
を
す
る
こ
と
が
、
自
分

を
犯
人
と
し
て
露
見
す
る
こ
と
を
伴
う
も
の
で
も
な
い
し
、
又
、
行
為
者
は
匿
名
で
最
適
阻
止
行
為
を
す
る
こ
と
も
で

310
）

き
る
。
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他
人
が
関
与
す
る
場
合
と
し
て
、
先
ず
、
幇
助
の
形
態
を
と
る
場
合
、
被
害
者
自
身
が
救
急
車
を
呼
ぶ
の
に
電
話
を
か
け
よ
う
と
し
て

い
る
と
き
、
行
為
者
が
被
害
者
に
電
話
機
を
渡
す

311
）

と
か
、
第
三
者
が
被
害
者
を
病
院
へ
搬
送
す
る
た
め
自
分
の
自
家
用
車
に
入
れ
た
後
、

行
為
者
が
搬
送
の
手
伝
い
を
す
る
と
い
っ
た
場
合
、
行
為
者
は
、
被
害
者
や
第
三
者
が
単
独
で
着
手
し
た
結
果
阻
止
行
為
に
「
幇
助
者
」

と
し
て
支
援
し
た
こ
と
に
な
り
、
結
果
阻
止
は
そ
も
そ
も
行
為
者
の
「
仕
業
」
で
は
な
く
、
被
害
者
や
第
三
者
の
「
仕
業
」
で
あ
り
、
結

果
不
発
生
の
客
観
的
帰
属
が
否
定
さ

312
）

れ
る
。
し
か
し
、
第
三
者
や
被
害
者
が
結
果
回
避
行
為
を
す
る
上
で
行
為
者
の「
非
代
替
救
助
行
為
」

が
あ
る
と
き
は
別
で
あ
る
。
例
え
ば
、
行
為
者
だ
け
が
具
体
的
状
況
下
で
搬
送
手
段
を
有
し
て
い
る
と
き
、
救
助
者
を
被
害
者
の
と
こ
ろ

ま
で
輸
送
す
る
と
い
っ
た
場
合
、
信
頼
す
る
に
足
る
行
為
が
認
め
ら

313
）

れ
る
。

行
為
者
が
、「
間
接
正
犯
」の
よ
う
に
、
脅
迫
に
よ
っ
て
他
人
を
自
分
の
道
具
と
し
て
結
果
阻
止
に
利
用
す
る
場
合
、
行
為
者
の
行
為
支

配
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
救
助
意
思
の
な
い
自
動
車
運
転
者
に
拳
銃
を
突
き
つ
け
て
、
重
傷
者
を
病
院
へ
搬
送
さ
せ
る
と
い
っ
た
場

合
で

314
）

あ
る
。
行
為
者
が
い
わ
ば
「
共
同
正
犯
」
の
よ
う
に
他
人
と
一
緒
に
な
っ
て
結
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
と
き
、
例
え
ば
、
川
に
突
き

落
と
さ
れ
た
被
害
者
を
行
為
者
と
そ
の
救
助
活
動
の
求
め
に
応
じ
た
、
た
ま
た
ま
通
り
か
か
っ
た
通
行
人
が
一
緒
に
な
っ
て
川
か
ら
引
き

上
げ
る
と
い
っ
た
場
合
も
、
行
為
支
配
が
認
め
ら

315
）

れ
る
。

「
教
唆
」
の
形
を
と
っ
た
場
合
、
行
為
者
が
専
門
職
（
医
師
、
消
防
等
）
の
救
助
を
呼
び
、
必
要
と
あ
ら
ば
、
そ
れ
が
来
る
ま
で
応
急
措

置
を
す
る
と
か
、
到
着
し
た
後
は
状
況
の
説
明
を
す
る
の
は
最
適
阻
止
行
為
で
あ
る
が
、
結
果
の
確
実
な
制
御
の
で
き
な
い
非
専
門
職
に

救
助
を
依
頼
す
る
の
は
信
頼
す
る
に
足
る
行
為
と
は
云
え
な
い
し
、
ま
し
て
や
、
最
適
阻
止
行
為
と
は
い
え

316
）

な
い
。﹇
妻
殺
人
未
遂
事
件
﹈

で
は
、
行
為
者
が
、
必
要
な
こ
と
は
何
で
も
し
て
し
て
ほ
し
い
」
と
母
親
に
い
う
だ
け
で
は
、
最
適
阻
止
行
為
は
お
ろ
か
、
信
頼
す
る
に
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足
る
阻
止
行
為
も
認
め
ら
れ
な
い
。

「
教
唆
」に
類
似
の
類
型
と
し
て
、
行
為
者
が
、
他
人
に
結
果
阻
止
へ
の
介
入
を
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
、
状
況

を
設
定
す
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
、
例
え
ば
、﹇
病
院
事
件
﹈の
よ
う
に
、
行
為
者
が
瀕
死
の
重
傷
を
負
っ
た
被
害
者
を
病
院
の
近
く
に
遺
棄

し
た
と
い
う
場
合
、
適
切
な
救
助
の
機
会
を
創
設
し
、
声
を
か
け
ら
れ
た
と
感
ず
る
通
行
人
が
救
助
を
す
る
と
き
、
行
為
者
に
客
観
的
に

帰
属
可
能
な
結
果
阻
止
が
認
め
ら
れ

317
）

て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
信
頼
す
る
に
足
る
行
為
と
は
い
え
な
い
。
行
為
者
は
病
院
ま
で
、
単
な
る
発

見
者
を
装
っ
て
で
も
、
病
院
へ
搬
送
で
き
た
か
ら
で

318
）

あ
る
。
被
害
者
を
病
院
の
近
く
で
な
く
、
偶
然
に
傍
を
通
る
救
急
車
に
被
害
者
を
拾
っ

て
も
ら
う
こ
と
を
期
待
し
て
、
路
上
の
ど
こ
か
に
遺
棄
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
行
為
者
が
第
三
者
に
よ
る
結
果
回
避
の
可
能
性
を
創
設
し

た
に
過
ぎ
な
い
と
き
、
客
観
的
帰
属
す
ら
認
め
ら
れ

319
）

な
い
。﹇
放
火
事
件
﹈の
よ
う
な
場
合
も
、
行
為
者
自
身
の
消
防
へ
の
通
報
が
信
頼
す

る
に
足
る
行
為
で

320
）

あ
る
。

結
果
の
発
生
を
実
際
に
回
避
し
た
と
い
う
こ
と
が
終
了
未
遂
の
不
可
欠
の
前
提
と
な
の
は
、
結
果
が
発
生
し
て
し
ま
え
ば
既
遂
な
の
で

あ
り
、
既
遂
成
立
後
は
「
行
為
に
よ
る
悔
悟
」
の
問
題
と
な
り
、
こ
れ
は
ご
く
例
外
的
に
刑
罰
の
減
免
が
可
能
と
な
る
。
結
果
回
避
の
努

力
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
果
が
発
生
す
れ
ば
、
失
策
中
止
（M

isslu
n
g
en
er R

u
ck
tritt

）
は
行
為
者
が
こ
れ
を
負
う
こ
と
に

321
）

な
る
。

中
止
の
失
策
は
未
終
了
未
遂
に
お
け
る
よ
り
は
終
了
未
遂
に
お
い
て
問
題
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
高
性
能
の
爆
薬
の
入
っ
た
小

包
爆
弾
を
送
り
つ
け
ら
れ
た
被
害
者
が
そ
れ
を
開
け
て
爆
死
し
て
し
ま
っ
た
が
、
行
為
者
は
そ
の
爆
発
を
阻
止
す
べ
く
被
害
者
宅
に
急
行

中
だ
っ
た
が
、
自
動
車
に
は
ね
ら
れ
意
識
不
明
の
状
態
で
病
院
に
搬
送
さ
れ
、
結
局
、
爆
発
を
阻
止
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
、
行
為

者
は
殺
人
既
遂
罪
に
問
擬
さ
れ
る
。
同
様
に
、
被
害
者
に
毒
物
を
渡
し
、
そ
の
後
、
後
悔
の
念
か
ら
計
画
の
放
棄
を
す
る
行
為
者
に
中
止
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未
遂
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、
被
害
者
に
適
宜
治
療
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
か
否
か
に
か
か
る
。
し
か
し
、
被
害
者
が
行
為

者
の
努
力
に
う
ま
く
逆
ら
っ
て
、
結
局
、
死
の
結
果
が
発
生
す
る
と
き
、
こ
れ
を
行
為
者
に
帰
属
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
結
果
の

発
生
は
も
は
や
「
行
為
者
の
仕
業
」
と
は
い
え
な
い
か
ら
で

322
）

あ
る
。

五

誤
想
中
止

⑴

ド
イ
ツ
語
圏
刑
法

結
果
の
発
生
し
な
い
理
由
が
行
為
者
の
中
止
行
為
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
き
、
一
般
に
誤
想
中
止
（P

u
ta
tiv
ru
ck
tritt

）
と
呼
ば
れ

る
。
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
四
条
第
一
項
第
二
文
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
一
六
条
第
二
項
、
ス
イ
ス
刑
法
第
二
三
条
第
三
項
は
誤
想
中
止
を

定
め
て
い
る
。
し
か
し
、
誤
想
中
止
が
中
止
犯
の
一
種
と
し
て
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
う
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
オ
ー
ス
ト

リ
ア
旧
刑
法
第
八
条
第
一
項
は
「
犯
罪
の
完
遂
が
無
力
、
他
人
に
よ
る
妨
害
の
発
生
又
は
偶
然
に
よ
っ
て
生
じ
な
か
っ
た
」
場
合
に
だ
け

可
罰
的
未
遂
を
認
め
て
い
た
の
で
、
学
説
・
判
例
は
そ
の
反
対
推
論
か
ら
、
任
意
の
、
犯
罪
を
妨
げ
る
行
為
は
不
処
罰
だ
と
理
解
し
て
い

た
。
未
終
了
未
遂
で
は
、
行
為
者
は
以
後
の
行
為
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
終
了
未
遂
で
は
、
行
為
者
は
自
己
の
行
為
に
よ
っ
て

結
果
を
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
中
止
未
遂
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
行
為
者
の
中
止
行
為
と
、
行
為
者
の
未
遂
行
為

に
起
因
す
る
結
果
が
不
発
生
に
な
っ
た
こ
と
と
の
間
に
因
果
関
係
の
存
在
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
客
観
的

に
は
、
な
お
既
遂
を
招
来
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
未
終
了
の
、
相
対
的
不
能
未
遂
で
は
、

行
為
者
が
、
そ
の
不
能
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
任
意
に
実
行
行
為
を
放
棄
す
れ
ば
、
中
止
未
遂
と
し
て
不
処
罰
と
さ
れ
る
も
の
の
、

終
了
の
、
相
対
的
不
能
未
遂
で
は
、
結
果
は
発
生
し
え
な
い
し
、
回
避
さ
れ
え
な
い
の
で
、
可
罰
的
未
遂
犯
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。

終
了
未
遂
の
場
合
も
、
第
三
者
の
介
入
と
か
偶
然
に
よ
っ
て
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
と
き
、
可
罰
的
未
遂
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
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行
為
者
は
も
は
や
起
こ
ら
な
か
っ
た
結
果
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で

323
）

あ
る
。

し
か
し
、
危
険
な
有
能
未
遂
に
あ
っ
て
は
常
に
中
止
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
よ
り
に
よ
っ
て
危
険
で
な
い
未
遂
に
は
中

止
未
遂
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
著
し
い
不
均
衡
に
対
す
る
疑
問
か
ら
出
立
し
、
伝
統
的
中
止
犯
概
念
か
ら
離
れ

た
の
が
一
九
一
三
年
の
ド
イ
ツ
委
員
会
草
案
で
あ
る
。
そ
の
第
三
一
条
第
一
項
第
二
文
は
、「
未
遂
が
既
遂
に
い
た
り
得
な
か
っ
た
と
き
、

結
果
を
回
避
す
る
真
摯
な
努
力
で
十
分
で
あ
る
」
と
定
め
た
の
で
あ
る
。
本
草
案
は
一
九
一
九
年
の
ド
イ
ツ
予
備
草
案
第
二
五
条
第
二
項

第
二
文
に
引
き
継
が

324
）

れ
た
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
間
に
法
典
統
一
化
へ
の
動
き
が
見
ら
れ
、
一
九
二
二
年
に

共
同
刑
法
草
案
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
第
二
四
条
第
二
項
第
二
文
は
誤
想
中
止
犯
を
定
め
た
。
本
条
項
は
、
一
九
一
三
年
の
委
員
会
草
案
、

一
九
一
九
年
の
ド
イ
ツ
予
備
草
案
よ
り
も
広
く
、
未
遂
が
既
遂
に
い
た
り
得
な
か
っ
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
未
遂
が
失
策
し
、
行
為
者
が

こ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
も
誤
想
中
止
犯
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
も
、
結
果
発
生
の
可
能
性
が
欠
如
し
て
い
た
と
い

う
事
情
が
考
慮
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
失
策
有
能
未
遂
が
、
不
能
未
遂
と
同
様
に
危
険
で
な
い
も
の
と
認
識
さ
れ
、
両
者
を
等

し
く
扱
う
こ
と
が
公
平
の
理
由
か
ら
必
要
と
さ
れ
た
の
で

325
）

あ
っ
た
。

一
九
二
二
年
草
案
の
当
該
規
定
は
一
九
二
五
年
の
一
般
ド
イ
ツ
刑
法
典
予
備
草
案
に
引
き
継
が
れ
た
。
後
者
は
一
九
二
七
年
の
一
般
ド

イ
ツ
刑
法
典
草
案
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
草
案
に
引
き
継
が
れ
、
ド
イ
ツ
ラ
イ
ヒ
議
会
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
民
議
会
で
審
議
さ
れ
る
と

こ
ろ
と
な
っ
た
。
一
九
二
七
年
草
案
第
二
七
条
第
三
項
は
誤
想
中
止
犯
を
特
定
の
未
遂
形
態
（
不
能
未
遂
、
失
策
未
遂
）
か
ら
切
り
離
し
、
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「
結
果
が
中
止
者
の
関
与
が
な
く
て
も
生
じ
な
か
っ
た
」と
き
、
し
か
も
行
為
者
が
そ
の
こ
と
を
何
ら
知
ら
な
か
っ
た
全
て
の
場
合
に
適
用

可
能
と
し
た
の
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
草
案
も
そ
の
第
二
七
条
第
三
項
に
同
じ
規
定
を
設
け
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
政
治
状
況
は
ド
イ

ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
同
草
案
の
立
法
化
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で

326
）

あ
る
。

戦
後
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
一
九
五
四
年
に
刑
法
改
正
審
議
が
再
開
さ
れ
た
。
カ
デ
チ
カ
（F

.
K
ad
ecka

）
が
刑
法
草
案
作
成
の
委
員

長
を
務
め
た
。
カ
デ
チ
カ
は
ド
イ
ツ
と
の
諸
共
同
草
案
を
取
り
上
げ
、
誤
想
中
止
（
第
一
七
条
第
二
項
）
を
定
め
た
法
案
を
審
議
の
対
象

と
し
た
。
こ
れ
は
一
九
二
七
年
と
一
九
三
〇
年
草
案
の
文
言
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
は
一
九
六
〇
年
の
委
員
会
草
案
で
も

維
持
さ
れ
、
一
九
七
五
年
の
現
行
法
と

327
）

な
っ
た
。

ド
イ
ツ
の
旧
刑
法
第
四
六
条
第
二
文
は
結
果
の
発
生
を
実
際
に
妨
げ
た
行
為
者
だ
け
を
不
処
罰
と
し
た
。
こ
の
規
定
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア

旧
刑
法
の
中
止
概
念
に
相
応
し
た
。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
未
終
了
の
不
能
未
遂
で
は
中
止
の
可
能
性
を
認
め
て
い
た
が
、
終
了
の
不
能
未

遂
で
は
、
生
じ
得
な
い
結
果
が
妨
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
少
な
く
と
も
行
為
者
に
よ
っ
て
は
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り

え
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
中
止
の
可
能
性
を
否
定
し
て
い
た
。一
九
四
三
年
に
新
た
に
起
草
さ
れ
た
ド
イ
ツ
刑
法
第
四
九
条
ａ
第
四
項
は
、

所
為
が
共
犯
者
の
関
与
が
な
く
て
も
生
じ
な
い
が
、
共
犯
者
が
任
意
に
且
つ
真
摯
に
行
為
を
阻
止
す
る
努
力
を
す
る
場
合
、
共
犯
者
を
不

処
罰
と
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
。
こ
の
規
定
に
よ
り
、
正
犯
者
へ
の
類
推
適
用
の
可
能
性
が
開
か
れ
、
実
務
も
こ
れ
に
従
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
し
て
生
じ
た
慣
習
法
を
明
文
化
し
た
の
が
一
九
七
五
年
の
現
行
法
第
二
四
条
第
一
項
第
二
文
で

328
）

あ
る
。

ス
イ
ス
旧
刑
法
第
二
一
条
第
二
項
は
行
為
者
が
自
発
的
に
可
罰
的
行
為
を
終
了
さ
せ
な
い
場
合
（
未
終
了
未
遂
）
を
、
同
二
二
条
第
二
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項
は
行
為
者
が
自
発
的
に
結
果
の
不
発
生
に
寄
与
す
る
か
結
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
場
合
（
行
為
に
よ
る
悔
悟
）
を
定
め
て
い
た
が
、
ス

イ
ス
旧
刑
法
は
誤
想
中
止
に
関
す
る
規
定
を
も
た
な
か
っ
た
。行
為
者
の
行
為
が
実
際
に
は
結
果
発
生
の
回
避
に
寄
与
し
な
か
っ
た
と
き
、

行
為
に
よ
る
悔
悟
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
結
果
が
行
為
に
よ
る
悔
悟
と
は
異
な
っ
た
理
由
か
ら
生
じ
な
い
と

き
で
も
、
行
為
者
の
貢
献
が
減
少
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
行
為
者
が
自
分
の
視
点
か
ら
は
行
為
に
よ
る
悔
悟
と
見
ら
れ
る
行
為
を
し

た
と
き
、
行
為
に
よ
る
悔
悟
の
規
定
が
少
な
く
と
も
類
推
適
用
さ
れ
る
べ
き
と
の
批
判
が
見
ら

329
）

れ
た
。
二
〇
〇
七
年
の
現
行
刑
法
は
そ
の

第
二
三
条
第
一
項
に
未
終
了
未
遂
と
行
為
に
よ
る
悔
悟
を
ま
と
め
て
規
定
す
る
と
と
も
に
、
第
三
項
に
誤
想
中
止
の
規
定
を
新
設
し
た
。

日
本
刑
法
は
誤
想
中
止
に
関
す
る
規
定
は
な
い
が
、
公
平
と
刑
罰
目
的
と
い
う
観
点
か
ら
、
誤
想
中
止
に
は
中
止
未
遂
に
関
す
る
規
定

が
適
用
な
い
し
準
用
さ
れ
る
べ
き
で

330
）

あ
る
。

⑵

終
了
不
能
未
遂

中
止
犯
は
不
能
未
遂
で
も
可
能
で
あ
る
。
絶
対
的
不
能
未
遂
の
場
合
に
は
理
論
的
に
は
中
止
未
遂
が
考
え
ら
れ
る
が
、
絶
対
的
不
能
未

遂
は
そ
も
そ
も
不
処
罰
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
中
止
犯
の
成
立
を
論
ず
る
必
要
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
客
体
又
は
行
為
の
相
対

的
不
能
だ
け
が
残
る
。

未
終
了
の
不
能
未
遂
で
は
、
未
終
了
未
遂
の
中
止
犯
の
要
件
が
適
用
さ
れ
、
実
行
行
為
の
任
意
の
最
終
的
放
棄
が
あ
れ
ば
足
り
る
。
終

了
不
能
未
遂
で
は
、
発
生
し
得
な
い
結
果
を
阻
止
す
る
と
い
う
こ
と
は
論
理
的
に
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
終
了
未
遂
の
中
止
犯
の
要
件
を

適
用
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
結
論
は
刑
事
政
策
的
に
望
ま
し
く
な
い
。
終
了
不
能
未
遂
の
行
為
者
は
、
そ
の
行
為
が
障
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害
未
遂
の
行
為
の
危
険
性
よ
り
も
小
さ
い
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
障
害
未
遂
の
行
為
者
よ
り
も
不
利
益
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
結
果
は
行
為
者
と
は
関
係
な
く
生
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
行
為
者
が
こ
の
こ
と
を
知
ら
ず
、
自
発
的
且
つ
真
摯
に
結

果
回
避
の
努
力
を
す
る
と
き
、
中
止
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
甲
が
乙
に
殺
害
の
目
的
で
、
致
死
量
に
足
る
と
思
い

違
い
を
し
て
実
際
に
は
足
り
な
い
量
の
毒
物
を
渡
し
、
後
に
結
果
の
発
生
を
回
避
す
る
た
め
に
自
発
的
且
つ
真
摯
な
努
力
を
す
る
と
き
、

こ
の
努
力
は
決
し
て
う
ま
く
い
か
な
い
。
と
い
う
の
は
、
結
果
は
ど
の
道
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
止
犯
の
成
立
を
認
め
る

べ
き
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
行
為
者
を
、
同
様
の
努
力
を
す
る
が
、
致
死
量
に
足
る
毒
物
を
渡
し
た
者
と
比
較
し
て
、
不
利
益
な
扱
い
を

す
る
こ
と
は
不
公
平
だ
か
ら
で

331
）

あ
る
。

⑶

終
了
失
策
未
遂

失
策
未
遂
と
い
う
の
は
、
当
初
は
結
果
の
発
生
が
可
能
だ
っ
た
が
、
他
人
が
結
果
の
発
生
を
妨
げ
た
と
き
の
よ
う
に
、
外
的
偶
然
か
ら

結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
あ
ら
ゆ
る
場
合
を
含
む
。
例
え
ば
、
行
為
者
が
時
限
爆
弾
を
置
い
て
、
時
限
装
置
を
設
定
す
る
が
、
他
人
に
爆

発
前
に
時
限
爆
弾
を
発
見
さ
れ
、
信
管
が
は
ず
さ
れ
た
場
合
と
か
、
行
為
者
が
そ
の
殺
人
の
被
害
者
を
助
け
る
べ
く
医
師
を
呼
び
に
行
っ

て
い
る
最
中
に
、
そ
の
被
害
者
が
通
行
人
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
病
院
へ
連
れ
て
行
か
れ
た
と
い
っ
た
よ

332
）

う
に
、
行
為
者
が
そ
の
こ
と
を

知
ら
ず
に
、
自
発
的
且
つ
真
摯
に
結
果
回
避
の
努
力
を
す
る
と
き
で

333
）

あ
る
。
そ
の
他
、
甲
が
乙
殺
害
の
意
図
で
乙
に
毒
入
り
ワ
イ
ン
を
送

付
し（
離
隔
犯
）、
受
け
取
っ
た
乙
は
そ
れ
を
地
下
室
に
保
管
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
丙
が
そ
れ
に
突
き
当
た
っ
て
倒
し
て
し
ま
い
割
っ
た
し

ま
っ
た
が
、
甲
は
そ
れ
と
は
知
ら
ず
、
乙
に
当
該
ワ
イ
ン
を
飲
ま
な
い
よ
う
に
警
告
し
た

334
）

と
か
、
行
為
者
が
被
害
者
目
が
け
て
最
後
の
一

発
を
発
射
し
た
が
、
軽
傷
を
負
わ
せ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
は
叫
び
声
を
挙
げ
、
驚
愕
の
あ
ま
り
崩
れ
落
ち
た
た
め
、
行

為
者
は
致
命
傷
を
与
え
た
と
誤
信
し
て
、
急
い
で
近
く
の
医
師
の
助
け
を
求
め
に
行
っ
て
い
る
間
に
、
被
害
者
は
自
宅
に
戻
っ
た
と
い
う

北研50(1・ )37 37

未遂犯と中止犯 ⑼・完



場
合
も
同
様
で

335
）

あ
る
。

⑷

因
果
関
係
の
断
絶

行
為
者
の
行
為
と
は
無
関
係
の
他
人
の
行
為
に
よ
る
因
果
連
鎖
が
結
果
を
招
来
し
た
と
き（
因
果
関
係
の
断
絶
）、
行
為
者
の
行
為
は
い

わ
ば
「
予
備
因
」
に
降
格
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
現
実
に
発
生
し
た
結
果
と
の
間
に
因
果
関
係
は
存
在
し
な
い
。
例
え
ば
、
甲
が
乙
に

毒
入
り
飲
料
水
を
渡
し
、
乙
は
い
つ
で
も
そ
れ
を
飲
め
る
状
態
に
な
っ
た
が
、
乙
は
そ
れ
を
飲
む
前
に
丙
に
射
殺
さ
れ
た
と
い
う
場
合
で

あ
る
。
但
し
、
乙
が
甲
か
ら
渡
さ
れ
た
毒
入
り
飲
料
水
を
実
際
に
飲
み
、
体
に
変
調
を
き
た
し
、
病
院
へ
行
く
途
中
で
、
丙
に
射
殺
さ
れ

た
と
い
う
場
合
、
甲
の
行
為
と
乙
の
死
の
間
に
は
因
果
関
係
が
存
在
す
る
の
で
、
殺
人
既
遂
の
成
否
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
は
結
果
の
客

観
的
帰
属
の
問
題
と

336
）

な
る
。

⑸

結
果
の
客
観
的
帰
属
の
不
存
在

誤
想
中
止
は
、
結
果
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
が
前
提
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
結
果
が
発
生
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
相
当
性
連
関

や
危
険
連
関
を
否
定
さ
れ
行
為
者
に
客
観
的
に
帰
属
で
き
な
い
場
合
に
は
、
中
止
犯
規
定
の
準
用
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で

337
）

あ
る
。
構
成
要

件
該
当
結
果
の
客
観
的
帰
属
が
否
定
さ
れ
る
が
、
構
成
要
件
該
当
行
為
の
帰
属
は
可
能
な
と
き
、
そ
れ
は
既
遂
で
は
な
く
、
未
遂
に
と
ど

ま
る
の
で

338
）

あ
る
。
例
え
ば
、
行
為
者
が
殺
害
の
意
図
で
被
害
者
の
胸
を
包
丁
で
刺
し
、
被
害
者
は
倒
れ
こ
ん
で
意
識
喪
失
状
態
と
な
り
、

行
為
者
は
後
悔
し
て
被
害
者
の
一
命
を
取
り
留
め
る
べ
く
救
急
車
を
呼
び
、
被
害
者
を
病
院
へ
搬
送
中
、
そ
の
運
転
者
が
赤
信
号
を
見
落

と
し
た
た
め
貨
物
自
動
車
と
衝
突
し
た
た
め
、
被
害
者
は
そ
の
事
故
が
原
因
で
死
亡
し
た
と
い
う
場
合
、
こ
の
事
故
死
は
救
急
車
の
運
転

手
に
帰
属
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
に
は
殺
人
未
遂
が
問
擬
さ
れ
、
行
為
者
に
結
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
「
自
発
的
且
つ
真
摯
な
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努
力
」
が
見
ら
れ
る
と
き
、
中
止
犯
規
定
の
準
用
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で

339
）

あ
る
。
甲
か
ら
毒
入
り
ワ
イ
ン
を
送
付
さ
れ
た
乙
が
甲
の
殺
害

計
画
に
気
づ
き
、
憂
鬱
に
な
り
、
そ
の
直
後
自
殺
を
し
た
が
、
乙
が
自
殺
し
た
こ
と
を
知
ら
な
い
甲
は
乙
に
飲
ま
な
い
よ
う
に
警
告
し
た

と
い
う
場
合
も
同
様
で

340
）

あ
る
。

⑹

任
意
性
と
真
摯
性

誤
想
中
止
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
四
条
第
一
項
は
「
中
止
者
が
任
意
に
且
つ
真
摯
に
」
所
為
の
既
遂
を
妨
げ
る
よ
う
に
努
め
る

こ
と
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
一
六
条
第
二
項
は
行
為
者
が
「
任
意
に
且
つ
真
摯
に
」
実
行
行
為
を
阻
止
し
又
は
回
避
す
る
よ
う
努
力
す

る
こ
と
、
ス
イ
ス
刑
法
第
二
三
条
第
四
項
は
行
為
者
が
「
自
発
的
に
、
所
為
が
既
遂
に
至
る
の
を
阻
止
す
る
真
摯
な
努
力
を
す
る
」
こ
と

を
要
求
し
て
い
る
。
わ
が
国
の
刑
法
に
は
誤
想
中
止
に
関
す
る
明
文
の
規
定
が
な
い
の
で
、
当
然
、
こ
の
よ
う
な
規
定
も
存
在
し
な
い
。

し
か
し
、
誤
想
中
止
に
つ
い
て
も
上
述
し
た
よ
う
に
理
論
的
に
中
止
未
遂
の
成
立
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
任
意
性
に
加
え
て
、「
真
摯
な
努

力
」
と
い
う
付
加
的
要
件
が
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

誤
想
中
止
に
は
、
先
ず
、
中
止
計
画
、
次
い
で
、
そ
の
実
行
が
問
題
と
な
る
。
中
止
計
画
の
面
で
は
、
先
ず
、
真
摯
な
努
力
の
前
提
と

し
て
、
結
果
回
避
の
た
め
の
行
為
を
す
る
意
思
が
必
要
で
あ
る
。
結
果
の
回
避
に
向
け
ら
れ
た
「
主
観
的
努
力
」
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

特
別
予
防
の
上
で
必
要
な
合
法
性
へ
帰
還
す
る
用
意
が
認
め
ら
れ
る（
積
極
的
特
別
予
防
の
観
点
か
ら
の
処
罰
の
必
要
性
の
減
少
）。
行
為

者
の
既
遂
意
思
に
行
為
者
の
回
避
意
思
が
対
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
当
該
中
止
計
画
は
法
秩
序
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
敵
対
的
意
思
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
行
為
が
法
的
平
和
を
攪
乱
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
恢
復
が
必
要
と
な
る
。

そ
の
た
め
に
は
、「
真
摯
な
努
力
」
に
よ
っ
て
、
規
範
違
反
の
確
認
と
規
範
妥
当
性
意
識
の
強
化
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
積
極
的
一
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般
予
防
の
観
点
か
ら
の
処
罰
の
必
要
性
の
減
少
）。

し
か
し
、
い
か
な
る
努
力
で
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
不
適
切
な
中
止
計
画
は
除
外
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
法

秩
序
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
る
中
止
計
画
に
だ
け
真
摯
性
が
認
め
ら
れ
る
。
問
題
は
こ
の
真
摯
な
努
力
の
客
観
化
の
程
度
で
あ
る
。
誤
想
中

止
で
は
、
法
益
の
効
果
的
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
仮
定
的
に
、
行
為
者
が
行
為
を
行
え
ば
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
現
実
に
結
果
の
発

生
を
取
り
除
け
た
と
い
う
こ
と
を
要
求
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
の
客
観
化
の
程
度
は
未
遂
の
処
罰
根
拠
と
し
て
の
客
観
化
さ
れ
た
主
観
説

（
印
象
説
）に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
未
遂
犯
と
中
止
犯
の
刑
事
政
策
的
連
関
が
守
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
結
果
を
回
避
す
る
の
に
適
し
た
行
為
と
い
え
る
か
否
か
は
、
中
止
者
の
状
況
に
お
か
れ
た
、
行
為
者
の
中
止
計
画
を
知
っ
て
い

る
第
三
者
の
印
象
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
か
か
る
第
三
者
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
選
択
さ
れ
た
中
止
計
画
に
よ
っ
て
結
果
が
回
避
で
き
る

こ
と
が
否
定
で
き
な
い
と
き
、
真
摯
な
努
力
が
認
め
ら
れ
る
。
行
為
者
は
真
剣
だ
が
、
誰
も
ま
と
も
に
受
け
取
ら
な
い
ま
っ
た
く
ば
か
げ

た
中
止
行
為
は
除
外
さ
れ
る
の
で

341
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あ
る
。
計
画
判
断
者
は
中
止
計
画
の
全
体
の
流
れ
の
重
要
な
点
を
考
慮
に
入
れ
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
中
止
者
の
特
別
の
認
識
も
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
ど
の
程
度
、
中
止
者
自
身
が
行
為
を
す
る
義
務
が
あ
る
の
か
、

場
合
に
よ
っ
て
、
第
三
者
の
助
力
を
得
て
も
よ
い
の
か
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
定
程
度
は
自
ら
努
力
し
た
後
、
確
実
な
、

一
般
的
に
普
通
の
因
果
経
過
な
い
し
第
三
者
の
行
為
を
信
頼
す
る
こ
と
で
も
か
ま
わ
な
い
。
中
止
者
が
中
止
の
た
め
の
客
観
的
に
最
善
の

計
画
を
選
択
し
な
い
と
か
、
最
善
と
の
印
象
を
与
え
る
計
画
を
選
択
し
な
い
と
き
、
そ
れ
で
も
、
実
際
に
も
く
ろ
ま
れ
た
努
力
が
有
能
性

の
印
象
を
与
え
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
で
も
足

342
）

り
る
。

中
止
計
画
は
実
行
に
移
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
、
中
止
行
為
の
進
捗
の
程
度
で
あ
る
。
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
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行
為
者
が
中
止
行
為
の
最
中
に
結
果
の
発
生
し
な
い
こ
と
を
認
識
し
た
と
か
、
そ
れ
を
第
三
者
か
ら
知
ら
さ
れ
た
と
か
、
偶
然
以
後
の
行

為
を
阻
止
さ
れ
た
の
で
、
努
力
を
止
め
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
中
止
者
が
自
己
の
行
為
か
ら
生
ず
る
結
果
を
他
人
の
助
力
な
し
に
回
避

し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
中
止
計
画
の
最
後
の
段
階
に
立
ち
至
っ
て
必
然
的
に
結
果
発
生
を
客
観
的
に
不
可
能
に
す
る
ま
で
行
為
を
続
け
た

場
合
と
か
、
中
止
者
が
第
三
者
の
助
力
を
利
用
す
る
と
き
は
、
行
為
者
が
事
象
を
手
放
し
、
後
は
計
画
に
織
り
込
み
済
み
の
因
果
経
路
の

協
働
だ
け
が
残
る
場
合
、
真
摯
な
努
力
が
認
め
ら

343
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れ
る
。

真
摯
な
努
力
は
、
中
止
者
が
結
果
回
避
の
た
め
に
必
要
な
努
力
を
す
る
こ
と
し
か
要
求
し
な
い
の
で
、
中
止
者
の
表
象
し
た
因
果
経
路

が
事
後
的
に
ず
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
中
止
者
が
、
自
己
の
救
助
措
置
が
事
前
に
効
果
の
な
い
こ

と
が
分
か
る
と
か
、
努
力
の
遂
行
を
妨
げ
ら
れ
る
と
き
、
中
止
者
は
結
果
回
避
の
新
た
な
方
法
を
採
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
、
当

該
方
法
は
「
有
能
の
印
象
を
あ
た
え
る
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

344
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な
い
。

六

予
備
の
中
止

予
備
行
為
を
し
た
者
が
、
そ
の
段
階
に
と
ど
ま
り
任
意
に
実
行
の
着
手
に
出
る
こ
と
を
止
め
た
場
合
に
、
中
止
犯
の
規
定
を
準
用
し
う

る
の
か
、
準
用
し
う
る
と
す
れ
ば
、
減
免
さ
れ
る
規
準
刑
は
何
か
が
問
題
と
な
る
。

１

中
止
犯
規
定
準
用
の
可
否

予
備
罪
は
、
実
行
の
着
手
前
の
準
備
行
為
で
あ
る
。
中
止
犯
は
実
行
行
為
に
着
手
後
、
任
意
に
止
め

た
場
合
に
成
立
す
る
。
予
備
行
為
は
実
行
の
着
手
で
は
な
い
の
で
、
予
備
行
為
の
未
遂
と
い
う
の
は
あ
り
え
ず
、
中
止
犯
の
成
立
を
論
ず

る
余
地
は
な
い
。
大
判
大
正
五
・
五
・
四
刑
録
二
二
・
六
八
五
は
、
殺
人
予
備
罪
に
つ
き
、「
刑
法
第
二
百
一
条
ノ
予
備
罪
ハ
其
ノ
著
手
前
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自
己
ノ
意
思
ニ
依
リ
之
ヲ
止
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
罰
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
ト
雖
モ
一
旦
同
条
ノ
予
備
行
為
ニ
著
手
シ
其
幾
分
ヲ
為
シ
タ

ル
ト
キ
ハ
其
後
ニ
至
リ
仮
令
任
意
之
ヲ
中
止
シ
タ
ル
ト
ス
ル
モ
同
条
ノ
制
裁
ヲ
免
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
論
じ
て
、
中
止
犯

規
定
の
準
用
を
否
定
し
た
。
本
判
決
は
殺
人
予
備
罪
に
の
み
準
用
を
認
め
な
い
の
か
不
明
で
あ
っ
た
が
、
最
判
昭
和
二
九
・
一
・
二
〇
刑

集
八
・
一
・
四
一
は
、
強
盗
予
備
罪
に
つ
き
、「
予
備
罪
に
は
中
止
未
遂
の
観
念
を
容
れ
る
余
地
の
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
説
示
し
た
の
で
、

判
例
は
予
備
行
為
一
般
に
中
止
犯
規
定
の
準
用
を
認
め
な
い
も
の
と
い
え
る
。

し
か
し
、
未
遂
に
つ
い
て
の
み
中
止
犯
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
と
、
刑
の
不
均
衡
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
予
備

罪
の
う
ち
、
放
火
予
備
罪
（
第
一
一
三
条
）、
殺
人
予
備
罪
（
第
二
〇
一
条
）
に
つ
い
て
、
中
止
未
遂
の
規
定
の
準
用
が
な
い
と
す
れ
ば
、

情
状
に
よ
り
刑
を
免
除
で
き
る
だ
け
で
あ
る
が
、
行
為
者
が
予
備
の
段
階
を
超
え
て
実
行
行
為
に
出
た
上
で
中
止
し
た
と
き
、
中
止
犯
規

定
が
適
用
さ
れ
て
、
刑
の
必
要
的
免
除
も
可
能
と
な
っ
て
、
刑
の
不
均
衡
が
生
ず
る
。
強
盗
予
備
罪（
第
二
三
七
条
）、
通
貨
偽
造
等
準
備

罪
（
第
一
五
三
条
）、
支
払
用
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
不
正
作
出
準
備
罪
（
第
一
六
三
条
の
四
）
に
つ
い
て
は
、
情
状
に
よ
る
刑
の
免
除
が
存

在
し
な
い
か
ら
、
中
止
犯
規
定
の
準
用
を
認
め
な
い
と
刑
の
均
衡
が
い
っ
そ
う
顕
著
に
な
る
。
法
益
侵
害
を
で
き
る
だ
け
防
ぐ
と
い
う
観

点
か
ら
は
、
実
行
の
着
手
が
為
さ
れ
た
後
の
段
階
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
ま
だ
既
遂
ま
で
に
は
距
離
の
あ
る
予
備
の
段
階
で
引
き
返
さ
せ
る

方
が
よ
り
確
実
な
の
で
あ
る
。
予
備
行
為
の
中
止
に
つ
い
て
中
止
犯
規
定
の
準
用
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で

345
）

あ
る
。

２

刑
の
減
免
の
規
準

刑
の
減
軽
・
免
除
を
認
め
る
に
あ
た
り
、
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
そ
の
一
は
、
減
免
の
規
準
は
既
遂
の
刑
か

予
備
の
刑
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
減
軽
又
は
免
除
の
両
方
が
準
用
さ
れ
る
の
か
、
免
除
だ
け
準
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
学
説
は
分
か
れ
て
い
る
。
規
準
刑
を
既
遂
の
刑
と
し
て
、
免
除
も
減
軽
も
認
め
る

346
）

見
解
、
規
準
刑
を
予
備
の
刑
と
し
て
、
減
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軽
も
免
除
も
認
め
る

347
）

見
解
も
あ
る
が
、
規
準
刑
を
既
遂
の
刑
と
し
て
、
免
除
だ
け
の
準
用
を
認
め
る
見
解
が
妥
当
で
あ
る
。
基
本
的
構
成

要
件
の
修
正
形
式
と
し
て
の
予
備
罪
の
刑
は
、
基
本
犯
の
刑
を
法
定
減
軽
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
う
え
に
、
中
止
犯
と
し
て
法
律
上
の

減
軽
を
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
（
第
六
八
条
）
の
で
、
結
局
、
予
備
行
為
の
中
止
に
つ
い
て
は
刑
の
免
除
だ
け
が
準
用
さ
れ
る
べ
き

こ
と
と

348
）

な
る
。

七

結
果
的
加
重
犯
の
中
止

結
果
的
加
重
犯
に
お
い
て
も
未
遂
罪
の
成
立
は
あ
り
う
る（
参
照
、
第
一
章
三
Ｅ
）。
例
え
ば
、
強
盗
致
死
傷
罪
の
場
合
、
被
害
者
の
死

傷
が
暴
行
に
よ
っ
て
過
失
で
招
来
さ
れ
た
が
、
物
の
奪
取
に
い
た
っ
て
い
な
い
と
き
、
強
盗
致
死
傷
の
未
遂
が
成
立
す
る
。
こ
の
場
合
、

強
盗
致
死
傷
罪
の
中
止
犯
も
認
め
ら
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
学
説
に
は
、
構
成
要
件
特
有
の
危
険
が
既
に
死
傷
の
発
生
と

い
う
形
で
実
現
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
的
加
重
犯
の
保
護
目
的
か
ら
中
止
犯
は
認
め
ら
れ

349
）

な
い
と
か
、
行
為
者
は
危
険
に
さ
ら
す
事

象
を
既
に
手
放
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
は
不
処
罰
に
値
し
な
い
と
す
る

350
）

見
解
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
は
疑
問
が
あ

る
。
結
果
的
加
重
犯
は
故
意
犯
た
る
基
本
犯
を
必
要
的
構
成
要
素
と
し
て
お
り
、
行
為
者
は
こ
の
故
意
の
行
為
を
未
遂
の
段
階
で
中
止
で

き
る
の
で
あ
る
。
基
本
犯
に
中
止
未
遂
が
成
立
す
る
と
き
、
結
果
的
加
重
犯
の
未
遂
罪
が
成
立
す
る
こ
と
も

351
）

な
い
。
も
っ
と
も
、
強
姦
致

死
罪
の
場
合
、
行
為
者
の
姦
淫
行
為
の
前
に
暴
行
に
よ
っ
て
既
に
被
害
者
が
死
亡
し
た
と
き
、
基
本
犯
の
充
足
は
あ
り
え
な
い
の
で
、
こ

の
未
遂
は
失
効
未
遂
で
あ
っ
て
、
中
止
犯
が
成
立
す
る
こ
と
は
な
い
。

八

中
止
犯
の
効
果

刑
法
第
四
三
条
但
書
き
は
、「
そ
の
刑
を
減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る
」と
規
定
し
て
い
る
の
で
、
中
止
未
遂
は
刑
の
必
要
的
減
免
事
由
で
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あ
る
。
中
止
さ
れ
た
犯
罪
に
他
の
犯
罪
が
吸
収
さ
れ
る
場
合
、
例
え
ば
、
殺
人
罪
の
中
止
で
は
、
現
に
傷
害
の
事
実
が
発
生
し
て
い
て
も
、

殺
人
罪
の
中
止
未
遂
の
ほ
か
に
傷
害
罪
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
相
互
に
手
段
・
結
果
の
関
係
に
立
つ
行
為
を
結
び
つ
け
た
結
合
犯

の
場
合
も
、
例
え
ば
、
強
盗
罪
に
お
い
て
は
、
暴
行
・
脅
迫
の
後
、
強
取
行
為
を
中
止
し
た
と
す
れ
ば
、
先
行
す
る
暴
行
・
脅
迫
が
暴
行

罪
・
脅
迫
罪
を
構
成
す
る
こ
と
な
く
、
強
盗
罪
の
中
止
犯
だ
け
が
成
立
す
る
。
強
盗
の
着
手
前
に
行
っ
た
強
盗
予
備
罪
も
不
問
に
付
さ
れ

る
。
し
か
し
、
中
止
さ
れ
た
犯
罪
と
併
合
罪
の
関
係
に
立
つ
他
の
犯
罪
や
、
観
念
的
競
合
や
牽
連
犯
な
ど
の
科
刑
上
一
罪
の
関
係
に
立
つ

犯
罪
に
は
、
中
止
犯
の
効
果
は
及
ば
な
い
。
例
え
ば
、
住
居
侵
入
窃
盗
で
は
、
窃
盗
行
為
を
中
止
し
て
も
、
住
居
侵
入
罪
は
成
立
す
る
。

窃
盗
罪
に
よ
っ
て
住
居
侵
入
罪
を
評
価
し
つ
く
せ
な
い
か
ら
で

352
）

あ
る
。

ま
た
、
中
止
す
る
た
め
の
行
為
が
、
他
の
犯
罪
を
構
成
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
犯
罪
が
成
立
す
る
。
例
え
ば
、
ガ
ス
中
毒
死
さ
せ
る
故

意
で
部
屋
に
ガ
ス
を
充
満
さ
せ
た
者
が
、
中
止
の
た
め
に
窓
ガ
ラ
ス
を
破
壊
す
る
場
合
、
殺
人
罪
の
中
止
未
遂
の
ほ
か
に
器
物
損
壊
罪
が

成
立
す
る
。
放
火
犯
人
が
翻
意
し
て
消
火
す
る
べ
く
他
人
の
建
物
の
一
部
に
損
壊
を
与
え
る
場
合
も
、
放
火
罪
の
中
止
未
遂
の
ほ
か
に
、

建
造
物
損
壊
罪
が
成
立

353
）

す
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
中
止
行
為
そ
の
も
の
に
緊
急
避
難
を
認
め
る
余
地
は

354
）

無
い
。

注291
）

T
riffterer

,
15.

K
a
p R

n 59.

292
）

E
bert,

(F
n
.
169),

137;
K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 65;

B
G
H
 
N
JW
 
1989,

2068;
1990,

3219.

293
）

R
.D
.
H
erzberg

,
Z
u
r o
b
jek

tiv
en S

eite d
es R

u
ck
tritts d

u
rch V

erh
in
d
ern d

er T
a
tv
o
llen

d
u
n
g
,
JR
 
1989,

449 ff.,
450;

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 65;

W
essels

/B
eu
lke
,
(F
n
.
37),

14 R
n 644;

R
u
d
olph

i,
(F
n
.
23),

24 R
n 27.

ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
は
よ
り
厳
格
に
「
救
助
目
的
」

を
要
求
し
て
い
る
。B

G
H
S
t 31,

46
(49);

48,
147

(149 f.);
K
rey

/E
sser

,
(F
n
.
95),

45 R
n 1308.

北研 50(1・ )44 44

論 説



294
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 64 ff.;

R
u
d
olph

i,
(F
n
.
23),

24 R
n 27a

;
E
ser

,
(F
n
.
62),

24 R
n 59;

E
bert,

(F
n
.
169),

137;
B
G
H
 
N
JW
 
1986,

1001.

295
）

R
u
d
olph

i,
(F
n
.
23),

24 R
n 27a

;
B
G
H
 
N
S
tZ 1981,

388;
S
trV

er 1983,
413.

296
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 66;

B
G
H
S
tV
 
1992,

63;
B
G
H
 
N
JW
 
1990,

3219;
B
G
H
 
N
S
tZ
-R
R
 
2000,

42,
43 zu

24 I 2.

297
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 66;

N
S
tZ
-R
R
 
1997,

193.

298
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 66;

B
G
H
 
N
JW
 
1989,

2068,
1990 3219.

299
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 66;

K
rey

/E
sser

,
(F
n
.
95),

45 R
n 1308;

E
ser

,
(F
n
.
62),

24 R
n 59;

B
G
H
 
N
JW
 
1986,

1001;
B
G
H
 
N
S
tZ 2008,

329 f.

300
）

T
h
.
F
isch

er
,
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
60.

A
u
fl.,

2013,
24 R

n 31;
K
rey

/E
sser

,
(F
n
.
95),

45 R
n 1309;

B
G
H
 
N
S
tZ 2008,

508.

301
）

J.
S
ch
ein
feld

,
G
ib
t es ein

en a
n
tizip

ierten R
u
ck
tritt v

o
m
 
stra

fb
a
ren V

ersu
ch
,
Ju
S 2006,

397 ff.;
K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 64.

302
）

大
判
昭
和
一
三
・
四
・
一
九
刑
集
一
七
・
三
三
六
「
真
摯
な
る
態
度
」、
大
阪
高
判
昭
和
四
四
・
一
〇
・
一
七
判
タ
二
四
四
・
二
九
〇
「
真
摯
な
努
力
」、

福
岡
高
判
昭
和
六
一
・
三
・
六
判
時
一
一
九
三
・
一
五
二
頁
「
真
摯
な
努
力
」。
大
塚
（
注
89
）
二
六
一
「
真
剣
な
努
力
」、
川
端
（
注
72
）
四
八
〇
。

303
）

H
erzberg

,
(F
n
.
54),

49 ff.;
d
ers
.,
P
ro
b
lem

fa
lle d

es R
u
ck
tritts d

u
rch V

erh
in
d
ern d

er T
a
tv
o
llen

d
u
n
g
,
N
JW
 
1989,

862 ff.,
865;

d
ers
.,

G
ru
n
d
p
ro
b
lem

e d
es R

u
ck
tritts v

o
m
 
V
ersu

ch u
n
d Ü

b
erleg

u
n
g
en d

e leg
e feren

d
a
,
N
JW
 
1991,

1633 ff.,
1636 f.

ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
は
そ

の
理
由
と
し
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
四
条
第
一
項
第
一
文
の
「
そ
の
既
遂
を
妨
げ
た
」
と
同
第
二
四
条
第
一
項
第
二
文
の
「
真
摯
に
所
為
の
完
了
を
妨
げ
る

よ
う
に
努
め
た
」
の
規
定
趣
旨
を
指
摘
す
る
。
行
為
者
は
自
分
の
視
点
か
ら
最
善
の
こ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
者
は
不
十
分
な
阻
止
行
為
に
甘
ん

じ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
不
能
未
遂
の
中
止
に
関
す
る
第
二
四
条
第
一
項
第
二
文
が
要
求
し
て
い
る
よ
う
に
、
既
遂
を
阻
止
す
る
た
め
の「
真
摯
な
」

「
努
力
」を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
第
二
四
条
第
一
項
全
体
の
調
和
が
図
ら
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
最
適
の
阻
止
努
力
が
見
ら
れ
た
場
合
に

の
み
行
為
者
の
称
賛
に
値
す
る
改
悛
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
致
命
傷
を
負
わ
せ
た
被
害
者
に
、
自
ら
助
け
を
呼
ぶ
た
め
に
、
電
話
機
を
手
渡
す
に
過
ぎ

な
い
行
為
者
は
、
十
分
な
中
止
行
為
を
し
て
お
ら
ず
、
称
賛
に
値
し
な
い
。
そ
の
後
、
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
は
要
件
を
緩
和
し
た
。H

erzberg
,
D
er R

u
ck
tritt

 
v
o
m
 
V
ersu

ch a
ls so

rg
fa
ltig

es B
em
u
h
en
,
in
:
K
o
h
lm
a
n
n
-F
S
,
2003,

37 ff.

「
綿
密
な
努
力
」。v

g
l.
Z
aczyk

,
(F
n
.
145),

24 R
n 61

（
行
為
者

の
視
点
か
ら
「
頼
り
に
な
る
」
救
助
手
段
を
利
用
す
る
こ
と
が
必
要
）;O

tto
,
(F
n
.
145),

19 R
n 48 f.

最
適
救
助
措
置
が
必
要
と
の
観
点
か
ら
「
阻
止
」
行
為
を
否
定
し
た
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
の
裁
判
例
と
し
て
、B

G
H
 
M
D
R
(D
)
1972,

751

﹇
妻

殺
人
未
遂
事
件
﹈〔
甲
は
殺
意
を
抱
い
て
自
分
の
妻
乙
を
刃
物
で
刺
し
、
そ
の
部
屋
を
去
っ
た
。
そ
の
際
、
甲
は
自
分
の
母
親
丙
に
必
要
な
こ
と
は
何
で
も
し
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て
も
ら
う
よ
う
に
言
っ
た
。
丙
の
頼
み
に
応
え
て
、
宿
泊
所
の
管
理
人
は
乙
を
病
院
に
収
容
す
る
手
配
を
し
た
。
乙
は
助
か
っ
た
と
い
う
事
案
〕（
連
邦
通
常

裁
判
所
は
、
甲
が
救
助
の
因
果
経
路
を
動
か
し
た
と
い
え
る
が
、
そ
れ
で
は
阻
止
行
為
と
し
て
は
十
分
で
な
い
と
説
示
し
た
。
甲
は
部
屋
を
去
る
と
き
に
よ

う
や
く
丙
に
頼
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
し
、
じ
ぶ
ん
の
し
た
依
頼
も
特
に
強
調
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
甲
は
具
体
的
な
措
置
を

挙
げ
な
か
っ
た
し
、
急
が
せ
も
し
な
か
っ
た
し
、
応
急
救
助
も
せ
ず
、
そ
の
指
図
を
与
え
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
）。

B
G
H
S
t 31,

46

﹇
病
院
事
件
﹈〔
甲
は
そ
の
妻
乙
を
殺
害
の
未
必
の
故
意
を
も
っ
て
瀕
死
の
頭
部
重
傷
を
与
え
た
。
甲
は
乙
の
状
態
を
認
識
し
、
よ
く
考

え
て
か
ら
、
乙
の
生
命
を
救
う
た
め
、
病
院
へ
搬
送
す
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
は
嫌
疑
が
向
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
と
、
甲
は
自
家
用
車
に
乙
を

乗
せ
病
院
の
通
用
口
か
ら
九
五
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
ま
で
走
行
し
、
そ
こ
で
乙
を
下
車
さ
せ
、
走
り
去
っ
た
。
甲
は
乙
が
誰
か
に
発
見
さ
れ
、
救
わ
れ
る
こ

と
を
望
ん
で
い
た
。
そ
の
後
ま
も
な
く
乙
は
病
院
の
正
面
入
り
口
か
ら
約
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
で
、
茂
み
の
中
に
意
識
喪
失
状
態
で
倒
れ
て
い
る
と
こ

ろ
を
歩
行
者
に
発
見
さ
れ
た
。
乙
は
医
師
の
治
療
に
よ
り
一
命
を
と
り
と
め
た
と
い
う
事
案
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
行
為
者
に
は
も
っ
と
よ
い
阻
止
の
方

法
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
終
了
未
遂
の
中
止
の
要
件
で
あ
る
「
阻
止
」
を
否
定
し
た
〕「
行
為
者
は
自
己
の
中
止
意
思
を
、
既
遂
に
至
る
の
を
失
敗

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
自
己
の
視
点
か
ら
そ
れ
に
十
分
な
行
為
に
よ
っ
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
者
は
採
ら
れ
う
る
阻
止
の
手
段
を
利
用
し

つ
く
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
行
為
者
は
、
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
偶
然
に
任
せ
て
は
な
ら
な
い
」。
な
お
、
本
事
案
は
一
般
に
最
適
救
助
行
為
説
に
立
っ

た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、B

G
H
 
N
JW
 
2003,

339

﹇
ガ
ス
栓
事
件
﹈
を
担
当
し
た
第
二
刑
事
部
が
本
件
を
担
当
し
た
第
一
刑
事
部
へ
質
問
し
た
の

に
対
し
、
第
一
刑
事
部
は
最
適
救
助
行
為
説
を
採
用
し
た
と
の
理
解
は
誤
解
で
あ
る
と
回
答
し
て
い
る
。A

.
E
n
glan

d
er
,
D
ie h

in
reich

en
d
e V

erh
in
d
er-

u
n
g d

er T
a
tv
o
llen

d
u
n
g
―
B
G
H
,
N
JW
 
2003,

1058,
Ju
S 2003,

641 ff.,
644.

B
G
H
 
N
S
tZ 1989,

525

﹇
Ｅ

６
０
５
事
件
﹈〔
甲
は
殺
意
を
も
っ
て
そ
の
夫
乙
の
口
に
毒
物
（
Ｅ

６
０
５
）
を
流
し
込
ん
だ
。
毒
薬
の
効
き
目
が
現
れ

て
き
た
と
き
、
甲
は
乙
に
せ
っ
つ
か
れ
て
救
急
車
を
呼
ん
だ
が
、
そ
の
際
、
乙
の
体
調
が
良
く
な
く
、
台
所
で
よ
ろ
よ
ろ
歩
き
回
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と

し
た
の
で
あ
っ
た
。
駆
け
つ
け
た
救
急
医
の
お
か
げ
で
、
乙
は
助
か
っ
た
。
そ
の
際
、
甲
は
毒
物
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
、
乙
が
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
だ
こ
と
と

青
色
の
薬
を
飲
ん
だ
こ
と
だ
け
を
告
げ
た
と
い
う
事
案
〕（
連
邦
通
常
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。
甲
は
、
医
師
に
電
話
を
か
け
、
乙
の
状
態
を
説
明

し
、
直
ち
に
救
助
措
置
が
準
備
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
の
で
、
当
初
は
、
客
観
的
に
且
つ
甲
の
視
点
か
ら
も
、
乙
の
救
助
に
必
要
な
こ
と
は
し
た
。
し
か
し
、

医
師
が
到
着
し
た
後
、
甲
は
、
有
害
な
結
果
を
阻
止
す
る
た
め
に
も
っ
と
役
立
つ
こ
と
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
甲
に
は
実
際
に
可
能
で
あ
っ
た
の
だ

が
、
そ
の
時
点
で
救
助
意
思
を
放
棄
し
た
。
甲
は
、
乙
の
生
命
を
救
う
た
め
に
は
、
毒
物
投
与
に
つ
い
て
医
師
に
告
げ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
に
、
黙
っ

て
い
た
）。
本
事
案
に
つ
い
て
、
行
為
者
へ
の
客
観
的
帰
属
を
肯
定
す
る
の
が
、Jager

,
(F
n
.
47.

D
er R

u
ck
tritt),97;H

.J.
R
u
d
olph

i,R
u
ck
tritt v

o
m

 
b
een

d
eten V

ersu
ch d

u
rch erfo

lg
reich

es,
w
en
n
g
leich n

ich
t o
p
tim

a
les R

ettezu
n
g
sb
em
u
h
en
,
N
S
tZ 1989,

508 ff.,
514;

Z
aczyk

,
(F
n
.
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145),
24 R

n 57.

客
観
的
帰
属
を
否
定
す
る
の
が
、W

essels
/B
eu
lke
,
(F
n
.
37),

14 R
n 644.

こ
の
よ
う
な
学
説
・
裁
判
例
に
は
次
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
。
刑
法
第
二
四
条
第
一
項
第
一
文
の
「
そ
の
既
遂
を
妨
げ
た
」
と
い
う
文
言
は
同

条
第
一
項
第
二
文
の
文
言
と
は
異
な
っ
て
付
加
的
要
件
を
定
め
て
い
な
い
。同
条
第
一
項
第
一
文
を
同
条
第
一
項
第
二
文
と
同
じ
く
理
解
す
る
必
要
は
な
い
。

結
果
を
自
己
の
行
為
に
よ
っ
て
阻
止
し
た
者
に
、
よ
り
確
実
な
結
果
回
避
手
段
を
利
用
し
つ
く
さ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ド
イ

ツ
刑
法
第
二
四
条
第
一
項
第
一
文
の
「
そ
の
既
遂
を
妨
げ
た
」
と
い
う
文
言
は
「
始
め
よ
け
れ
ば
、
全
て
よ
し
」
と
い
う
大
雑
把
と
も
言
う
べ
き
原
則
を
採

用
し
た
と
い
え
る
。
こ
の
立
法
者
の
判
断
を
法
を
適
用
す
る
者
が
目
的
論
的
考
慮
か
ら
行
為
者
の
不
利
益
に
修
正
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
最
適
阻

止
行
為
が
要
求
さ
れ
る
と
、
行
為
者
に
は
そ
れ
ほ
ど
改
悛
へ
の
刺
激
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
被
害
者
の
救
助
が
阻
害
さ
れ
か
ね
な
い
。
行
為
者
は
未
遂
犯

と
し
て
捕
ら
え
ら
た
く
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
捕
ら
え
ら
れ
る
危
険
を
冒
し
て
ま
で
最
適
措
置
を
と
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
最
適
措
置
に
至

ら
な
い
措
置
が
行
為
者
に
は
無
用
だ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
結
局
、
被
害
者
保
護
が
図
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
に
、
構
成
要
件
的
結
果
の
発
生
を

客
観
的
帰
属
な
形
で
阻
止
で
き
た
の
な
ら
、
予
防
の
理
由
か
ら
も
、
刑
罰
も
ど
う
し
て
も
必
要
だ
と
は
い
え
な
い
。K

u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 70;R

u
d
olph

i,

(F
n
.
303),

512;
P
u
ppe

,
(F
n
.
20),

489 f.;
Z
aczyk

,
(F
n
.
145),

R
n 61.

304
）

V
g
l.
L
ackn

er
/K
u
h
l,
(F
n
.
285),

24 R
n 19b

;
R
oxin

,
(F
n
.
12),

30 R
n 243 ff.

こ
れ
に
対
し
て
、
リ
ー
リ
エ
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
（L

ilie
/

A
lbrech

t,
(F
n
.
12),

24 R
n 295

）
は
、
行
為
者
が
単
独
で
既
遂
の
阻
止
行
為
を
す
る
か
他
人
を
煩
わ
す
か
を
問
わ
ず
、
行
為
者
に
は
自
分
の
視
点
か
ら

必
要
な
、
こ
の
点
で
信
頼
で
き
る
救
助
手
段
を
採
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
、
こ
れ
に
対
し
て
、
行
為
者
が
、
よ
り
確
実
で
よ
り
信
頼
で
き
る
、
は
る
か
に
効

果
の
あ
る
手
段
を
採
れ
る
と
考
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
が
発
生
す
る
か
否
か
を
偶
然
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
と
き
、
行
為
者
が
結
果
の
阻
止
に
向
け

ら
れ
た
行
為
を
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
論
ず
る
。

305
）

行
為
者
単
独
か
他
人
の
関
与
が
あ
る
か
を
と
問
わ
ず
因
果
関
係
の
存
在
を
も
っ
て
足
り
る
と
す
る
学
説
は
、
一
般
に
、「
機
会
増
加
型

」
と
呼
ば
れ
る
。

本
説
に
、M

au
rach

/G
ossel /

Z
ipf

,
(F
n
.
93),

41 R
n
 
88.

ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
の
裁
判
例
と
し
て
、B

G
H
 
N
JW
 
1985,

813

﹇
放
火
事
件
﹈;

B
G
H
 
N
JW
 
1986,

1001

﹇
電
話
帳
事
件
﹈;B

G
H
 
N
JW
 
2003,

1058
﹇
ガ
ス
栓
事
件
﹈〔
甲
は
自
殺
の
意
図
で
集
合
住
宅
一
階
住
ま
い
の
ガ
ス
栓
二
箇
所

を
開
け
た
。ガ
ス
の
致
死
効
果
を
待
っ
て
い
る
と
き
、甲
は
他
の
住
人
も
ひ
ょ
っ
と
し
て
ガ
ス
爆
発
が
起
き
そ
れ
が
原
因
で
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
至
っ

た
。
甲
は
、
当
初
、
自
殺
を
や
り
遂
げ
る
た
め
に
は
こ
れ
も
や
む
を
え
な
い
と
考
え
た
。
甲
は
、
そ
れ
か
ら
、
消
防
と
警
察
に
電
話
通
報
し
、
自
分
の
名
前

と
住
所
を
告
げ
、
住
人
の
救
助
を
求
め
た
。
甲
は
、
自
殺
の
決
意
を
維
持
し
て
い
た
の
で
、
ガ
ス
栓
を
閉
め
る
よ
う
に
と
の
要
請
に
従
わ
な
か
っ
た
。
甲
は

し
ば
ら
く
し
て
意
識
不
明
に
な
っ
た
。
間
も
無
く
到
着
し
た
消
防
が
住
人
を
避
難
さ
せ
、
ガ
ス
栓
を
閉
め
、
甲
を
蘇
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
事
案
〕

（
本
事
案
で
は
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人
終
了
未
遂
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
結
果
回
避
に
向
け
ら
れ
た
行
為
が
う
ま
く
い
き
、
既
遂
の
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阻
止
に
因
果
関
係
が
あ
る
と
き
、
行
為
者
に
よ
り
迅
速
な
又
は
確
実
な
手
段
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
問
題
と
す
る
べ
き
で
な
い
。
刑
法
第
二
四
条
第
一
項
第

二
文
の
定
め
る
「
真
摯
な
努
力
」
は
要
件
と
は
な
ら
な
い
。
結
果
の
阻
止
に
適
し
た
行
為
を
す
れ
ば
そ
れ
で
足
り
る
。
甲
が
阻
止
行
為
を
し
た
と
い
え
る
の

は
、
そ
の
電
話
通
報
が
住
人
の
救
助
の
た
め
に
少
な
く
と
も
共
因
果
関
係
に
あ
っ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
止
未
遂
成
立
）;B

G
H
S
t 33,

301.

306
）

行
為
者
単
独
か
他
人
の
関
与
が
あ
る
か
を
問
わ
ず
客
観
的
帰
属
の
存
在
を
も
っ
て
足
り
る
と
す
る
学
説
は
、
一
般
に
、「
機
会
増
加
型

」
と
呼
ば
れ
る
。

本
説
に
、R

u
d
olph

i,
(F
n
.
303),

511;
d
ers
.,
(F
n
.
23),

24 R
n 27c;

R
.
B
loy

,
Z
u
rech

n
u
n
g
sstru

k
tu
ren d

es R
u
ck
tritts v

o
m
 
b
een

d
eten

 
V
ersu

ch u
n
d M

itw
irk
u
n
g D

ritter a
n d

er V
erh

in
d
eru

n
g d

er T
a
tv
o
llen

d
u
n
g
,
B
G
H
S
t 31,

46 u
n
d B

G
H
 
N
JW
 
1985,

813,
Ju
S 1987,

528 ff.,
532 ff.;

W
essels

/B
eu
lke
,
(F
n
.
37),

14 R
n 644;

E
ser

,
(F
n
.
62),

24 R
n 66.

307
）

R
u
d
olph

i,
(F
n
.
303),

512;
B
loy

,
(F
n
.
306),

533;
K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 73;

B
G
H
 
S
tV
 
1981,

514

〔
自
動
車
を
運
転
し
て
い
た
甲
は
殺
意
を

も
っ
て
自
分
の
前
の
恋
人
乙
の
自
動
車
に
向
か
っ
て
い
っ
た
が
、
最
後
の
瞬
間
に
急
制
動
を
か
け
た
の
で
、
激
突
せ
ず
に
す
み
、
乙
は
無
傷
だ
っ
た
と
い
う

事
案
〕（
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
行
為
者
が
新
し
い
因
果
系
列
を
起
動
さ
せ
、
こ
れ
が
少
な
く
と
も
結
果
の
不
発
生
と
共
因
果
関
係
に
あ
れ
ば
、
阻
止
が
認
め

ら
れ
る
と
し
た
う
え
で
、
自
動
車
を
よ
け
る
な
ど
し
て
も
っ
と
確
実
に
結
果
を
阻
止
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
と
し
て
も
、
中
止
未
遂
は
否
定
さ
れ
な
い
と

論
じ
た
）。
東
京
地
判
平
成
七
・
一
〇
・
二
四
判
時
一
五
九
六
・
一
二
九
〔
被
告
人
は
将
来
の
生
活
を
悲
観
し
、
そ
の
養
女
を
殺
害
し
よ
う
と
し
て
出
刃
包
丁

で
そ
の
左
胸
部
を
一
回
突
き
刺
し
た
後
、
放
火
し
、
さ
ら
に
自
殺
を
図
り
、
し
ば
ら
く
意
識
を
失
っ
て
い
た
後
、
目
を
覚
ま
し
、
養
女
を
煙
に
巻
か
れ
な
い

う
ち
に
助
け
出
そ
う
と
し
て
他
人
の
敷
地
ま
で
運
ん
だ
が
、
意
識
を
失
っ
て
養
女
と
と
も
に
そ
の
場
に
倒
れ
込
ん
だ
と
い
う
事
案
〕「
甲（
被
告
人
）が
乙（
養

女
）
を
室
外
に
引
き
ず
り
出
し
た
の
は
、
乙
が
『
お
父
さ
ん
、
助
け
て
。』
と
言
っ
た
の
を
聞
い
て
乙
の
こ
と
を
か
わ
い
そ
う
に
思
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
右
行
為
は
い
わ
ゆ
る
憐
憫
の
情
に
基
づ
く
任
意
か
つ
自
発
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
甲
は
、
乙
を
被
告
人
方
か

ら
丙
方
敷
地
内
ま
で
運
び
出
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
上
の
行
為
に
は
及
ん
で
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の
時
間
的
、
場
所
的
状
況
に
照
ら
す
と
、
甲

の
右
の
程
度
の
行
為
が
結
果
発
生
を
自
ら
防
止
し
た
と
同
視
す
る
に
足
り
る
積
極
的
な
行
為
を
行
っ
た
場
合
で
あ
る
と
ま
で
は
言
い
難
く
、
乙
が
一
命
を
と

り
と
め
た
の
は
、
偶
然
通
り
掛
か
っ
た
通
行
人
に
よ
り
病
院
に
収
容
さ
れ
て
緊
急
手
術
を
受
け
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
併
せ
考
慮
す
る
と
、

本
件
が
甲
の
中
止
行
為
に
よ
っ
て
現
実
に
結
果
の
発
生
が
防
止
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」。

308
）

Z
aczyk

,
(F
n
.
145),

24 R
n 61;

E
n
glan

d
er
,
(F
n
.
303),

645;
O
tto
,
(F
n
.
145),

19 R
n 48 f.;

H
ein
rich

,
(F
n
.
258),

24 R
n 851;

H
.
B
oß
,

D
er h

a
lb
h
erzig

e R
u
ck
tritt,

2002,
156 ff.;

C
h
.
Jager

,
Z
w
ei a

u
f ein

en S
treich

,
Ju
ra 2009,

53 ff.,
58

（
行
為
者
自
身
が
、
少
な
く
と
も
訓
練

さ
れ
た
救
助
者
が
到
着
す
る
ま
で
の
間
、
救
助
事
象
を
支
配
し
て
い
る
と
き
、
客
観
的
帰
属
が
可
能
で
あ
る
が
、
救
助
事
象
を
単
に
因
果
的
に
惹
起
し
た
に

過
ぎ
な
い
者
に
は
客
観
的
帰
属
は
で
き
な
い
）。
ロ
ク
ス
イ
ー
ン
は
、
単
独
で
結
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
場
合
と
他
人
の
協
働
を
得
て
結
果
の
発
生
を
阻
止
す
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る
場
合
に
分
け
て
、
前
者
の
場
合
に
は
客
観
的
帰
属
を
も
っ
て
足
り
る
が
、
後
者
の
場
合
に
は
、
場
合
に
よ
っ
て
最
適
阻
止
行
為
が
必
要
と
論
ず
る
。R

oxin
,

(F
n
.
12),

30 R
n 243 ff.

v
g
l.
L
ackn

er
/K
u
h
l,
(F
n
.
285),

24 R
n 19b

309
）

Z
aczyk

,
(F
n
.
145),

24 R
n 61.

中
止
行
為
の
否
定
事
例：

大
判
昭
和
一
二
・
六
・
二
五
刑
集
一
六
・
九
九
八
「
中
止
犯
ハ
犯
人
カ
犯
罪
ノ
実
行
ニ
著

手
シ
タ
ル
後
其
ノ
継
続
中
任
意
ニ
之
ヲ
中
止
シ
若
ハ
結
果
ノ
発
生
ヲ
防
止
ス
ル
ニ
由
リ
成
立
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
結
果
発
生
ニ
付
テ
ノ
防
止
ハ
必
ス
シ
モ
犯
人

単
独
ニ
テ
之
ニ
当
ル
ノ
要
ナ
キ
コ
ト
勿
論
ナ
リ
ト
雖
其
ノ
自
ラ
之
ニ
当
ラ
サ
ル
場
合
ハ
少
ク
ト
モ
犯
人
自
身
之
カ
防
止
ニ
当
リ
タ
ル
ト
同
視
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ

キ
程
度
ノ
努
力
ヲ
払
フ
ノ
要
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
…
…
被
告
人
ハ
本
件
放
火
ノ
実
行
ニ
著
手
後
逃
走
ノ
際
火
勢
ヲ
認
メ
遽
ニ
恐
怖
心
ヲ
生
シ
判
示
磯
山
隆
男
ニ
対

シ
放
火
シ
タ
ル
ニ
依
リ
宜
敷
頼
ム
ト
叫
ヒ
ナ
カ
ラ
走
リ
去
リ
タ
リ
ト
云
フ
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
放
火
ノ
結
果
発
生
ノ
防
止
ニ
付
自
ラ
之
ニ
當
リ
タ
ル
ト
同
視
ス
ル

ニ
足
ル
ヘ
キ
努
力
ヲ
盡
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ヲ
得
サ
ル
」。
中
止
行
為
の
肯
定
事
例：

大
判
大
正
一
五
・
一
二
・
一
四
新
聞
二
六
六
一
・
一
五
〔
被
告
人
は
、

家
屋
を
焼

し
て
火
災
保
険
金
を
騙
取
し
よ
う
と
し
て
、
蓄
音
機
上
の
新
聞
紙
に
点
火
し
た
が
、
新
聞
紙
の
燃

に
驚
き
、
犯
行
を
中
止
し
よ
う
と
し
て
バ

ケ
ツ
に
水
を
汲
ん
だ
が
、
病
気
に
よ
り
衰
弱
し
て
い
た
た
め
、
独
力
で
消
火
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
大
声
で
隣
人
を
呼
び
、
そ
の
助
力
を
得
て

消
火
し
、
家
屋
を
焼

す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
〕、
福
岡
高
判
昭
和
六
一
・
三
・
六
判
時
一
一
九
三
・
一
五
二
〔
被
告
人
は
未
必
の
殺
意
を
も
っ

て
甲
の
頚
部
を
果
物
ナ
イ
フ
で
一
回
突
き
刺
し
、
失
血
死
、
窒
息
死
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
と
い
う
事
案
〕「
被
告
人
が
、
本
件
犯
行
後
、
甲
が
死
に
至
る
こ

と
を
防
止
す
べ
く
、
消
防
署
に
架
電
し
て
救
急
車
の
派
遣
を
要
請
し
、
甲
の
頚
部
に
タ
オ
ル
を
当
て
て
出
血
を
多
少
で
も
く
い
止
め
よ
う
と
試
み
る
な
ど
の

真
摯
な
努
力
を
払
い
、
こ
れ
が
消
防
署
員
や
医
師
ら
に
よ
る
早
期
か
つ
適
切
な
措
置
と
あ
い
ま
っ
て
甲
の
死
の
結
果
を
回
避
せ
し
め
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と

こ
ろ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
の
犯
行
後
に
お
け
る
前
記
所
為
は
中
止
未
遂
に
い
う
中
止
行
為
に
当
た
る
」。
東
京
地
判
昭
和
三
七
・
三
・
一
七
下
刑

集
四
・
三＝

四
・
二
二
四
「
本
件
の
よ
う
な
犯
罪
の
実
行
行
為
終
了
後
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
実
行
中
止
に
よ
る
中
止
未
遂
の
要
件
と
さ
れ
る
結
果
発
生
の
防

止
は
、
必
ず
し
も
犯
人
単
独
で
、
こ
れ
に
当
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
結
果
発
生
の
防
止
に
つ
い
て
他
人
の
助
力
を
受
け
て
も
、
犯
人
自
身
が
防
止
に

当
っ
た
と
同
視
す
る
に
足
る
程
度
の
真
摯
な
努
力
が
払
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
や
は
り
、
中
止
未
遂
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
大
判
昭

和
一
二
年
六
月
二
五
日
刑
集
一
六
巻
九
九
八
頁
）。
と
こ
ろ
で
、
本
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
は
、
判
示
の
よ
う
に
、
甲
を
殺
害
し
よ
う
と
し
て
、
一
た
ん
睡

眠
薬
を
飲
ま
せ
た
も
の
の
、
間
も
な
く
大
変
な
事
を
し
た
と
悟
り
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
、
甲
が
当
然
死
に
至
る
べ
き
が
、
甲
の
苦
悶
の
様
相
を
見
て
、

も
は
や
独
力
で
は
、
い
か
ん
と
も
し
難
い
と
観
念
し
た
被
告
人
は
、
警
察
官
に
自
ら
犯
行
を
告
げ
、
そ
の
助
力
を
得
て
甲
を
病
院
に
収
容
す
る
ほ
か
甲
の
生

命
を
助
け
る
手
段
は
な
い
も
の
と
考
え
、
付
近
の
警
察
署
派
出
所
を
探
し
回
っ
た
が
、
見
当
ら
な
か
っ
た
の
で
、
判
示
の
よ
う
に
緊
急
電
話
を
も
っ
て
事
態

を
警
察
官
に
通
報
連
絡
し
た
結
果
、
た
だ
ち
に
甲
は
病
院
に
収
容
さ
れ
、
医
療
処
置
が
講
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
甲
の
一
命
を
取
り
止
め
た
の
で
あ
る
。

甲
は
、
当
時
既
に
睡
眠
薬
中
毒
の
た
め
生
死
の
境
に
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
も
と
よ
り
、
か
よ
う
な
場
合
に
お
け
る
医
療
知
識
の
な
い
被
告
人
に
応
急
の
救
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護
処
置
を
期
待
し
得
べ
く
も
な
く
、
甲
の
生
命
を
助
け
る
た
め
、
被
告
人
が
右
の
よ
う
な
処
置
を
採
っ
た
の
は
、
被
告
人
と
し
て
精
一
杯
の
努
力
を
尽
く
し

た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
処
置
は
、
当
時
の
差
し
迫
っ
た
状
況
下
に
お
い
て
、
被
告
人
と
し
て
採
り
得
べ
き
最
も
適
切
な
善
後
処
置
で
あ
っ
た
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

310
）

V
g
l.
R
oxin

,
(F
n
.
12),

30 R
n 247.

な
お
、
次
の
裁
判
例
は
中
止
行
為
に
つ
き
「
真
摯
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
過
大
な
要
求
を
し
て
い
る
。
大
阪
高
判

昭
和
四
四
・
一
〇
・
一
七
判
タ
二
四
四
・
二
九
〇
〔
被
告
人
は
、
被
害
者
の
左
腹
部
を
刺
身
包
丁
で
突
き
刺
し
、
肝
臓
に
達
す
る
深
さ
約
一
二
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
刺
創
を
負
わ
せ
た
が
、
激
痛
に
耐
え
か
ね
た
被
害
者
が
泣
き
な
が
ら
、『
病
院
へ
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
』と
哀
願
し
た
の
で
、
被
告
人
が
自
分
の
運
転

す
る
自
動
車
で
直
ち
に
近
く
の
病
院
に
連
れ
て
行
き
、
一
命
を
取
り
止
め
た
と
い
う
事
案
〕「
本
件
の
よ
う
に
実
行
行
為
終
了
後
重
傷
に
呻
吟
す
る
被
害
者
を

そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
致
死
の
結
果
が
発
生
す
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
大
き
い
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
の
爾
後
の
救
助
活
動
が
中
止
未
遂
と
し
て
の
認
定

を
受
け
る
た
め
に
は
、
死
亡
の
結
果
発
生
を
防
止
す
る
た
め
被
告
人
が
真
摯
な
努
力
を
傾
注
し
た
と
評
価
し
う
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で

あ
る
。
…
…
被
告
人
が
被
害
者
を
病
院
へ
担
ぎ
込
み
、
医
師
の
手
術
施
行
中
病
院
に
居
た
間
に
被
告
人
、
被
害
者
の
共
通
の
友
人
数
名
や
被
害
者
の
母
親
等

に
犯
人
は
自
分
で
は
な
く
、
被
害
者
が
誰
か
判
ら
な
い
が
他
の
者
に
刺
さ
れ
て
い
た
と
嘘
言
を
弄
し
て
い
た
こ
と
及
び
病
院
に
到
着
す
る
直
前
に
兇
器
を
川

に
投
げ
捨
て
て
犯
跡
を
隠
蔽
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
動
か
し
え
な
い
事
実
で
あ
っ
て
、
被
告
人
が
被
害
者
を
病
院
へ
運
び
入
れ
た
際
、
そ
の
病
院
の
医
師
に

対
し
、
犯
人
が
自
分
で
あ
る
こ
と
を
打
明
け
い
つ
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
兇
器
で
ど
の
よ
う
に
突
刺
し
た
と
か
及
び
医
師
の
手
術
、
治
療
等
に
対
し
自
己
が
経

済
的
負
担
を
約
す
る
と
か
の
救
助
の
た
め
の
万
全
の
行
動
を
採
っ
た
も
の
と
は
い
い
が
た
く
、
単
に
被
害
者
を
病
院
へ
運
ぶ
と
い
う
一
応
の
努
力
を
し
た
に

過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
程
度
の
行
動
で
は
、
未
だ
以
て
結
果
発
生
防
止
の
た
め
被
告
人
が
真
摯
な
努
力
を
し
た
も
の
と
認
め
る
に
足
り
な
い
も
の

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

311
）

V
g
l.
B
G
H
 
N
JW
 
1986,

1001

﹇
電
話
帳
事
件
﹈﹇
甲
は
そ
の
父
親
乙
を
殺
人
の
未
必
の
故
意
を
も
っ
て
台
所
包
丁
で
突
き
刺
し
た
。
重
傷
を
負
っ
た
乙

は
救
急
車
を
呼
ん
で
ほ
し
い
と
い
っ
た
と
き
、
甲
は
ち
ょ
っ
と
の
間
電
話
帳
を
め
く
り
、
そ
れ
か
ら
番
号
が
見
つ
か
ら
な
い
と
答
え
、
乙
に
電
話
機
を
渡
し

た
。
そ
れ
か
ら
乙
は
緊
急
番
号
一
一
〇
に
か
け
、
事
情
を
説
明
し
、
医
師
の
助
け
を
求
め
た
。
乙
は
助
か
っ
た
と
い
う
事
案
﹈（
連
邦
通
常
裁
判
所
は
二
つ
の

場
合
に
分
け
て
論
じ
た
。
乙
が
重
傷
を
負
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
ら
電
話
機
を
と
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
場
合
に
は
、
阻
止
努
力
と
結
果
の
不
発
生
の

間
に
因
果
関
係
は
な
く
、
第
二
四
条
第
一
項
第
二
文
の
「
真
摯
な
努
力
」
し
か
問
題
と
な
ら
な
い
が
、
架
電
が
甲
の
助
け
が
な
け
れ
ば
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
場
合
に
は
、
甲
が
な
お
他
の
救
助
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
た
い
う
と
き
で
も
、
中
止
未
遂
が
成
立
す
る
）。R

oxin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 260 ff.

ロ
ク

ス
イ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
本
事
案
に
つ
い
て
、「
非
代
替
的
寄
与
」と
い
う
観
点
か
ら
、
乙
が
自
ら
電
話
帳
、
電
話
機
を
取
る
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
が
要
点
で

あ
る
。
大
阪
地
判
昭
和
五
九
・
六
・
二
一
判
タ
五
三
七
・
二
五
六
〔
被
告
人
は
被
害
者
の
背
後
か
ら
殺
意
を
抱
い
て
果
物
ナ
イ
フ
で
一
回
突
き
刺
し
、
入
院
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加
療
一
九
日
間
を
要
す
る
傷
害
を
負
わ
せ
た
と
い
う
事
案
〕「
被
告
人
が
果
物
ナ
イ
フ
で
被
害
者
の
背
中
を
突
き
刺
し
た
後
、
被
害
者
は
自
ら
ナ
イ
フ
を
抜
き

取
り
、
被
告
人
に
対
し
て
救
急
車
を
呼
ぶ
よ
う
指
示
し
、
被
告
人
は
被
害
者
か
ら
指
示
さ
れ
た
ま
ま
同
人
が
出
血
し
て
い
る
の
を
見
て
大
変
な
こ
と
を
し
た

と
の
気
持
ち
も
伴
っ
て
、
直
ち
に
一
階
に
降
り
て
公
衆
電
話
か
ら
一
一
九
番
し
た
が
通
じ
な
か
っ
た
た
め
、
一
一
〇
番
し
て
自
ら
の
犯
罪
を
申
告
す
る
と
と

も
に
救
急
車
の
手
配
を
要
求
し
た
が
、
そ
の
時
被
害
者
も
自
力
で
同
所
へ
降
り
て
き
て
い
て
被
告
人
に
対
し
て
救
急
車
の
手
配
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
、
被

害
者
は
そ
の
後
救
急
車
で
運
ば
れ
医
師
の
手
当
て
が
功
を
奏
し
た
た
め
結
果
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
間
の
被
告

人
の
行
動
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
被
害
者
の
指
示
の
も
と
で
被
害
者
自
身
が
救
急
車
の
手
配
を
す
る
の
を
手
助
け
し
た
も
の
と
大
差
な
く
、
も
と
よ
り
結
果

の
発
生
は
医
師
の
行
為
に
よ
り
防
止
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
程
度
の
被
告
人
の
行
為
を
も
っ
て
し
て
は
、
未
だ
被
告
人
自
身
が
防
止
に
あ
た
っ
た

と
同
視
す
べ
き
程
度
の
努
力
が
払
わ
れ
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
本
件
が
中
止
未
遂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」。

312
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 74;

B
loy

,
(F
n
.
306),

535.

大
判
昭
和
六
・
一
二
・
五
刑
集
一
〇
・
六
八
八
〔
解
雇
さ
れ
た
の
を
恨
み
、
主
人
方
に
放
火
し
た
が
他
の
店
員
に
発
見
さ
れ
た
と
い
う
事
案
〕「
他
人
ニ
於

テ
犯
罪
ノ
完
成
ニ
要
ス
ル
結
果
ノ
発
生
防
止
ニ
著
手
シ
タ
ル
上
犯
人
ニ
於
テ
之
ニ
協
力
シ
因
テ
右
結
果
ノ
発
生
ヲ
防
止
シ
得
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
右
結
果
ノ

発
生
防
止
ハ
犯
人
ノ
自
発
ニ
出
テ
タ
ル
モ
ニ
非
ス
シ
テ
他
人
ノ
発
意
ニ
基
ク
モ
ノ
ニ
外
ナ
ラ
サ
ル
ニ
依
リ
犯
人
ノ
協
力
ハ
最
早
障
礙
未
遂
成
立
ヲ
阻
却
ス
ル

ノ
効
力
ナ
ク
中
止
犯
ヲ
以
テ
論
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」。

313
）

B
G
H
 
N
S
tZ
 
1999,

128

〔
甲
は
そ
の
恋
敵
乙
が
甲
の
前
の
恋
人
丙
と
い
る
と
こ
ろ
を
捕
ま
え
、
乙
の
死
を
容
認
し
な
が
ら
、
乙
の
頭
を
野
球
棒
で
激
し

く
殴
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
甲
は
丙
を
無
理
や
り
自
動
車
に
乗
せ
て
家
か
ら
走
り
去
っ
た
。
二
分
し
て
か
ら
、
甲
は
丙
の
願
い
に
応
え
て
戻
り
、
丙
に
乙
を
病

院
へ
連
れ
て
行
く
よ
う
に
言
っ
た
と
い
う
事
案
〕（
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
当
初
、
救
助
意
思
が
な
か
っ
た
こ
と
、
犯
行
現
場
か
ら
立
ち
去
っ
た
こ
と
は
ど
う

で
も
よ
い
こ
と
で
あ
り
、
行
為
者
が
実
際
に
な
し
た
こ
と
以
上
の
こ
と
を
で
き
た
か
ど
う
か
も
重
要
で
な
い
と
説
示
し
た
）。C

.
R
oxin

,
D
ie V

erh
in
d
er-

u
n
g d

er V
o
llen

d
u
n
g a

ls R
u
ck
tritt v

o
m
 
b
een

d
eten V

ersu
ch
,
in
:
H
irsch

-F
S
,
1999,

327 ff.,
342 f.;

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 74.

314
）

B
loy

,
(F
n
.
306),

534.

315
）

B
loy

,
(F
n
.
306),

535.

316
）

R
oxin

,
(F
n
.
12),

30 R
n 258 f.

ロ
ク
ス
イ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、B

G
H
 
N
S
tZ 1989,

525

﹇
Ｅ

６
０
５
事
件
﹈
に
つ
い
て
、「
青
い
薬
物
」
を
飲
ん
だ

と
い
う
説
明
に
よ
っ
て
、
救
急
医
に
即
時
且
つ
効
果
的
治
療
を
す
る
十
分
な
手
が
か
り
が
与
え
ら
れ
た
か
否
か
が
要
点
で
あ
る
こ
と
、B

G
H
 
M
D
R

(D
)

1972,
751

﹇
妻
殺
人
未
遂
事
件
﹈
に
つ
い
て
は
、
甲
は
丙
に
、
医
師
と
救
急
車
を
呼
ぶ
と
い
う
具
体
的
依
頼
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
救

急
隊
が
来
、
自
分
が
必
要
と
さ
れ
な
く
な
る
ま
で
、
そ
こ
を
去
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。V

g
l.
B
G
H
 
S
tV
 
1981,396

〔
甲
は
殺
意
を
抱
い
て
そ
の
妻
乙
に
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向
け
て
発
砲
し
、
致
命
傷
を
負
わ
せ
た
。
甲
は
直
ち
に
警
察
に
犯
行
の
通
報
を
し
、
救
急
車
の
派
遣
を
要
請
し
た
。
乙
は
助
か
っ
た
と
い
う
事
案
。
中
止
未

遂
成
立
〕。

317
）

B
loy

,
(F
n
.
306),

535;
K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 76;

R
u
d
olpi,

(F
n
.
306),

514;
d
ers
.,
(F
n
.
23),

24 R
n 27c.

こ
れ
に
対
し
て
、B

G
H
S
t 31,

46

（
中
止
未
遂
の
成
立
を
否
定
）。R

oxin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 21 u

.
252;

K
rey

/E
sser

,
(F
n
.
95),

45 R
n 1314.

318
）

V
g
l.
R
oxin

,
(F
n
.
12),

30 R
n 252.

319
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 76.

320
）

V
g
l.
R
oxin

,
(F
n
.
12),

30 R
n 252.

321
）

W
essels

/B
eu
lke
,

14
(F
n
.
37),

14 R
n 627,

645;
K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 81.

322
）

T
riffterer

,
(F
n
.
23),

15.
K
a
p R

n 60;
K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 82.

323
）

E
.
S
tein

in
ge
r,
(F
n
.
97),

266 ff.

324
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
97),

267.

325
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
97),

267.

326
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
97),

268.

327
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
97),

268.

328
）

S
tein

in
ge
r,
(F
n
.
97),

268.

329
）

G
.
S
traten

w
erth

,
S
ch
w
eizerisch

es S
tra
frech

t A
T
 
I,
1982

12 R
n 77;

A
.
D
on
atsch

,
B
.T
ag
,
S
tra
frech

t I,
8.
A
u
fl.,

2006,
12 1.422

 
b
.

330
）

V
g
l.
E
B
R
V
 
1971,86.

な
お
、
わ
が
国
の
改
正
刑
法
草
案
（
一
九
七
四
年
五
月
二
九
日
法
制
審
議
会
総
会
決
定
）
第
二
四
条
第
二
項
は
、「
行
為
者
が
結

果
の
発
生
を
防
止
す
る
に
足
り
る
努
力
を
し
た
と
き
は
、
結
果
の
発
生
し
な
か
っ
た
こ
と
が
他
の
事
情
に
よ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
前
項
と
同
じ
で
あ
る
」

と
規
定
し
て
、
中
止
犯
の
成
立
範
囲
を
拡
大
し
た
。

331
）

R
oxin

,
(F
n
.
12),

R
n 265;

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 83;

L
ilie

/A
lbrech

t,
(F
n
.
12),

24 R
n 326a

;
S
tein

in
ger

,
(F
n
.
95),

20.
K
a
p R

n 105;

F
u
ch
s
,
(F
n
.
103),

31.K
a
p R

n 16.

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、〔
母
親
が
子
ど
も
を
殺
す
意
図
で
致
死
量
に
足
ら
な
い
こ
と
を
知
ら
ず
に
毒
を
飲
ま
せ
た
が
、
す

ぐ
医
師
を
呼
ん
だ
の
で
、
子
ど
も
は
助
か
っ
た
と
い
う
事
案
〕
で
、
中
止
犯
規
定
の
適
用
を
認
め
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所

は
一
九
七
五
年
の
刑
法
改
正
前
に
す
で
に
類
似
の
事
案
に
お
い
て
終
了
不
能
未
遂
の
中
止
犯
の
成
立
を
認
め
た
。B

G
H
S
t 11,

324

﹇
ル
ミ
ナ
ー
ル
事
件
﹈;
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B
G
H
 
N
JW
 
1969,

1073;
B
G
H
 
S
tV
 
1982,

219;
B
G
H
 
N
S
tZ
-R
R
 
2000,

41.

わ
が
国
の
肯
定
説
は
均
衡
論
か
ら
根
拠
付
け
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
前

田
（
注
82
）
一
七
六
頁
、
曽
根
（
注
82
）
二
三
〇
頁
、
大
谷
（
注
75
）
三
九
五
頁
。
な
お
、
福
田
（
注
72
）
二
三
九
頁
（
中
止
行
為
は
結
果
防
止
の
た
め
の

真
剣
な
努
力
に
意
味
が
あ
る
）、
佐
久
間
（
注
107
）
三
二
九
頁
（
結
果
の
不
発
生
に
よ
り
そ
の
限
度
で
違
法
性
減
少
、
犯
罪
意
思
の
放
棄
に
よ
る
行
為
無
価
値

の
低
下
、
行
為
者
本
人
の
真
剣
な
防
止
努
力
に
よ
る
責
任
減
少
）、
山
口
（
注
88
）
二
八
三
頁
以
下
及
び
高
橋
（
注
91
）
四
〇
一
頁
（
中
止
行
為
を
具
体
的
危

険
結
果
の
除
去
行
為
と
捉
え
、
未
遂
を
成
立
さ
せ
る
具
体
的
危
険
を
を
除
去
す
れ
ば
足
り
る
）。
否
定
説：

植
松
（
注
82
）
三
三
二
頁
「
行
為
者
の
意
志
に
無

関
係
な
別
の
事
由
に
よ
り
結
果
が
発
生
し
な
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
明
白
な
外
部
的
障
害
に
よ
る
未
遂
で
あ
っ
て
、
も
は
や
中
止
犯
で
は

あ
り
え
な
い
」。

332
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 84.

333
）

な
お
、
大
判
昭
和
四
・
九
・
一
七
刑
集
八
・
四
四
六
〔
麻
縄
に
つ
い
た
火
を
も
み
消
そ
う
と
し
た
が
う
ま
く
い
か
ず
、
た
ま
た
ま
や
っ
て
き
た
第
三
者
に

よ
っ
て
消
し
止
め
ら
れ
た
と
い
う
事
案
〕「
刑
法
第
四
十
三
条
但
書
ノ
自
己
ノ
意
思
ニ
因
リ
テ
之
ヲ
止
メ
タ
リ
ト
シ
テ
刑
ノ
減
軽
又
ハ
免
除
ヲ
為
サ
ン
ニ
ハ
犯

人
自
ラ
犯
罪
ノ
完
成
ヲ
現
実
ニ
妨
害
シ
タ
ル
事
実
ノ
存
ス
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
ス
ヘ
ク
原
判
示
ノ
如
ク
被
告
人
自
ラ
点
火
シ
タ
ル
麻
縄
ノ
揉
消
ヲ
試
ミ
タ
ル
モ

消
火
ノ
効
ナ
ク
被
告
人
以
外
ノ
者
ニ
於
テ
犯
罪
ノ
完
成
ヲ
現
実
ニ
妨
害
シ
タ
ル
場
合
ニ
在
リ
テ
ハ
同
条
但
書
ヲ
適
用
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
ヲ
以
テ
原
判
決
ニ
所
論

ノ
如
キ
違
法
存
セ
ス
」。
未
遂
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
違
法
・
責
任
減
少
を
理
由
に
中
止
犯
規
定
の
適
用
を
肯
定
す
る
の
が
、
川
端
（
注
72
）
四
八
〇
頁
。

334
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
95),

20.
K
a
p R

n 104.

335
）

K
rey

/E
sser

,
(F
n
.
95),

45 R
n 1316;

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 83;

L
ilie

/A
lbrech

t,
24 R

n 328.

336
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
95),

20.
K
a
p R

n 106.

337
）

中
止
犯
は
広
義
の
未
遂
犯
の
一
態
様
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
既
に
結
果
が
発
生
し
て
い
る
場
合
に
は
、
中
止
犯
の
適
用
は
な
い
と
す
る
の
が
、

大
塚
（
注
89
）
二
六
二
頁
、
團
藤
（
注
80
）
三
六
五
頁
、
堀
内
（
注
77
）
二
四
九
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
結
果
の
客
観
的
帰
属
の
不
存
在
と
は
無
関
係
に
、

真
摯
な
中
止
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
以
上
、
結
果
が
発
生
し
て
い
て
も
刑
の
減
軽
の
限
度
で
中
止
犯
規
定
の
類
推
適
用
を
認
め
る
の
が
、
川
端
（
注
72
）
四

八
一
頁
（
違
法
性
減
少
、
つ
ま
り
、
主
観
的
違
法
要
素
と
し
て
の
故
意
の
放
棄
に
よ
る
行
為
無
価
値
の
減
少
と
、
責
任
減
少
つ
ま
り
、
法
敵
対
性
の
微
弱
化

を
理
由
と
す
る
）。
そ
の
他
、
香
川
（
注
81
）
三
一
五
頁
、
同
（
注
７
）
一
二
二
頁
、
牧
野
英
一
『
日
本
刑
法
上
巻
』﹇
重
訂
版
﹈
一
九
三
七
年
・
三
一
六
頁
。

338
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
323),

269 f.;
K
ien
apfel /H

opfel,
(F
n
.
37),

Z 23 15b
,
17;

E
ser

,
(F
n
.
62),

24 R
n 62;

R
u
d
olph

i,
(F
n
.
23),

24 R
n 28;

W
olter

,
(F
n
.
283),

654 A
n
m
 
22;

K
rey

/E
sser

,
(F
n
.
95),

45 R
n 1266,

1315;
W
essels

/B
eu
lke
,
(F
n
.
37),

14 R
n 627.

参
照
、
山
中
（
注
83
）

七
六
七
頁
以
下
。
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339
）

W
essels

/B
eu
lke
,
(F
n
.
37),

14 R
n 646;

E
sser

/K
rey

,
(F
n
.
95),

45 R
n 1317;

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 82,

84;
R
oxin

,
(F
n
.
12),

30 R
n

 
284.

340
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
95),

20.
K
a
p R

n 107.

341
）

V
g
l.
M
oos

,
(F
n
.
97),

57;
R
oxin

,
(F
n
.
12),

30 R
n 283;

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 86.

342
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
97),

271 f.;
M
oos

,
(F
n
.
97),

57.

こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
の
通
説
は
行
為
者
の
視
点
か
ら
結
果
を
阻
止
す
る
た
め
の
最
善
の
手
段

を
要
求
す
る
。R

oxin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 275;

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 85.

ド
イ
ツ
の
裁
判
例
も
、
行
為
者
が
結
果
回
避
の
可
能
性
が
あ
る
と
誤
信
し

て
い
る
と
き
、B

G
H
S
t 31,49 f.

「
行
為
者
は
、
自
分
の
知
っ
て
い
る
、
客
観
的
又
は
少
な
く
と
も
自
分
の
視
点
か
ら
十
分
な
阻
止
可
能
性
を
利
用
し
尽
か

さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
、
第
三
者
の
介
入
が
あ
る
と
き
、B
G
H
S
t 33,

302

「
行
為
者
は
、
力
の
及
ぶ
限
り
、
そ
し
て
、
自
分
の
確
信
か
ら
結
果
を
回
避

す
る
の
に
必
要
な
こ
と
は
す
べ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
説
示
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
真
摯
性
の
要
件
と
し
て
、
行
為
者
の
主
観
的
最
善
行
為
の
他

に
、
仮
に
、
結
果
の
発
生
が
あ
り
う
る
と
の
行
為
者
の
考
え
が
適
切
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
行
為
者
の
行
為
に
よ
っ
て
結
果
が
実
際
に
妨
げ
ら
れ
た
か
、
少
な

く
と
も
事
前
の
観
点
か
ら
適
切
で
あ
っ
た
と
客
観
的
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
学
説
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
甲
が
砒
素
で
乙
を
殺
そ
う
と
し
た
が
、

取
り
違
え
て
ア
ス
ピ
リ
ン
の
混
入
し
た
コ
ー
ヒ
ー
を
乙
に
飲
ま
せ
た
。
そ
の
直
後
に
、
甲
は
後
悔
し
て
、
救
急
医
を
呼
ん
だ
。
鑑
定
の
結
果
、
仮
に
、
乙
が

実
際
に
砒
素
を
飲
ん
で
い
た
な
ら
、
救
急
医
と
い
え
ど
も
乙
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
と
い
っ
た
場
合
、
行
為
者
は
主
観
的
に
は
救

助
の
努
力
を
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
救
助
行
為
を
し
て
も
行
為
者
の
表
象
に
基
づ
け
ば
客
観
的
に
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
こ
う
い
っ
た
場

合
、
医
師
を
呼
ん
で
も
、
客
観
的
に
見
て
結
果
回
避
の
た
め
の
適
切
な
行
為
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
中
止
犯
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
客
観
的
・

仮
定
的
回
避
因
果
関
係
が
必
要
と
い
う
の
で
あ
る
。G

.
A
rzt,

Z
u
r E

rfo
lg
sa
b
w
en
d
u
n
g b

eim
 
R
u
ck
tritt v

o
m
 
V
ersu

ch u
n
d b

ei d
er ta

tig
en

 
R
eu
e,
G
A
 
1964,

1 ff.;
B
ottke

,
(F
n
.
215),

532 ff.

本
説
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
る
。
阻
止
努
力
の
真
摯
性
と
い
う
の
は
有
能
終
了

未
遂
の
現
実
の
結
果
回
避
の
代
わ
り
と
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
仮
定
的
阻
止
因
果
関
係
い
う
よ
う
な
こ
と
は
問
題
と
な
り
え
な
い
。
さ
ら
に
、
不
能
未

遂
に
お
い
て
行
為
者
の
主
観
的
誤
表
象
だ
け
が
処
罰
を
必
要
と
す
る
平
和
攪
乱
に
影
響
を
与
え
る
と
き
、
そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
行
為
者
の
主
観
的
に

最
適
の
救
助
努
力
で
も
あ
れ
ば
、
こ
の
平
和
攪
乱
が
十
分
に
除
去
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
刑
法
第
二
四
条
第
一
項
第
二
文
は
、
有
能
の
、

客
観
的
に
失
効
し
た
未
遂
も
併
せ
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
未
終
了
未
遂
に
お
い
て
、
行
為
者
が
結
果
は
発
生
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
主
観
的
誤
表
象
の

下
に
中
止
す
る
と
き
、
行
為
者
は
処
罰
を
免
れ
る
と
す
れ
ば
、
終
了
未
遂
の
場
合
、
行
為
者
と
は
関
係
な
く
結
果
が
発
生
し
な
い
と
き
、
主
観
的
に
最
適
の

阻
止
を
採
る
こ
と
で
十
分
で
は
な
い
と
す
る
理
由
は
存
在
し
な
い
。R

oxin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 281.

343
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
97),

273;
R
oxin

,
(F
n
.
12),

30 R
n 267.
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344
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
97),

273 f.
345
）

こ
の
刑
の
不
均
衡
論
に
対
し
て
、
植
松
（
注
82
）
三
三
五
頁
は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。「
中
止
未
遂
で
は
、
刑
の
減
軽
ま
た
は
免
除
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
予
備
を
罰
す
る
規
定
の
あ
る
犯
罪
に
あ
っ
て
は
、
予
備
罪
の
罪
責
ま
で
を
消
去
す
る
も
の
で
は
な
い（
…
…
）。
刑
法
が
予
備
罪
を
設
け
て
い

る
場
合
は
、
そ
の
犯
罪
が
そ
れ
だ
け
厳
重
な
処
罰
に
値
す
る
重
大
な
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
行
着
手
後
に
行
為
を
中
止
し
て
も
、

予
備
の
罪
責
ま
で
失
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
予
備
罪
処
罰
の
規
定
の
設
け
ら
れ
て
い
る
犯
罪
に
あ
っ
て
は
、
中
止
未
遂
を
理
由
と
し
て
刑

を
免
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
。
し
か
し
、
殺
人
予
備
罪
、
強
盗
予
備
罪
、
放
火
予
備
罪
及
び
通
貨
偽
造
準
備
罪
は
構
成
要
件
の
修
正
形
式
な
い
し
刑

罰
拡
張
事
由
で
あ
り
、
予
備
は
実
行
に
吸
収
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
批
判
は
失
当
で
あ
る
。
参
照
、
斉
藤
誠
二
『
刑
法
講
義
各
論

』﹇
新
訂
版
﹈
一

九
七
九
年
・
八
八
頁
以
下
、
川
端
（
注
72
）
四
八
二
頁
。

346
）

大
塚
（
注
89
）
二
六
四
頁
。

347
）

小
野
清
一
郎
『
刑
罰
の
本
質
・
そ
の
他
』
一
九
九
五
年
・
二
九
六
頁
、
浅
田
（
注
84
）
四
〇
〇
頁
。

348
）

斉
藤
（
注
345
）
九
〇
頁
、
平
野
龍
一
（
注
76
。
中
止
犯
）
四
一
九
頁
、
香
川
（
注
81
）
一
七
〇
頁
以
下
、
西
原
春
夫
『
刑
法
総
論
』
一
九
七
七
年
・
二
七

三
頁
、
大
谷
（
注
75
）
三
九
六
頁
以
下
。

349
）

R
oxin

,
(F
n
.
12),

30 R
n 289 ff.;

Z
aczyk

,
(F
n
.
145),

24 R
n 81.

350
）

C
h
.
Jager

,
D
er R

u
ck
tritt v

o
m
 
erfo

lg
sq
u
a
lifizierten V

ersu
ch
,
N
S
tZ 1998,

161 ff.

351
）

V
g
l.
S
tein

in
ger

,
(F
n
.
95),

20.
K
a
p R

n 137 ff.;
L
ilie

/A
lbrech

t,
(F
n
.
12),

24 R
n 461;

E
se
r,
(F
n
.
62),

24 R
n 26;

K
rey

/E
sser

,
(F
n
.

95),
52 R

n 1376;
K
u
h
l,
(F
n
.
2),

17a R
n 56 ff.;

B
G
H
S
t 42,

158

〔
被
告
人
甲
ら
は
被
害
者
に
抵
抗
さ
れ
た
ら
使
用
す
る
つ
も
り
で
拳
銃
一
丁
を

携
行
し
て
侵
入
し
、
そ
の
際
、
や
む
を
え
な
い
と
き
に
は
人
に
向
け
て
発
砲
す
る
つ
も
り
だ
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
地
面
又
は
空
中
に
向
け
て
発
砲
す
る

つ
も
り
だ
っ
た
。
甲
ら
は
予
期
せ
ず
に
出
現
し
た
乙
に
驚
か
さ
れ
た
と
き
、
甲
が
拳
銃
を
乙
に
向
け
た
。
思
い
が
け
ず
弾
丸
が
飛
び
出
た
。
弾
丸
の
当
た
っ

た
乙
は
死
亡
し
た
。
甲
は
愕
然
と
し
た
。
甲
は
同
行
者
仲
間
か
ら
激
し
く
非
難
さ
れ
た
。
甲
ら
全
員
が
直
ち
に
実
行
行
為
を
止
め
、
財
物
を
得
る
こ
と
な
く

そ
の
場
を
立
ち
去
っ
た
と
い
う
事
案
。
強
盗
致
死
の
中
止
未
遂
成
立
〕。

352
）

大
塚
（
注
89
）
二
六
三
頁
、
大
谷
（
注
75
）
三
九
七
頁
、
川
端
（
注
72
）
四
八
四
頁
、
山
中
（
注
83
）
七
七
七
頁
以
下
、
佐
久
間
（
注
107
）
三
二
九
頁
。

353
）

大
塚
（
注
89
）
二
六
三
頁
、
山
中
（
注
83
）
七
七
八
頁
、
佐
久
間
（
注
107
）
三
二
九
頁
以
下
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
止
行
為
自
体
が
他
の
犯
罪
を
構
成
す

る
と
き
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て
緊
急
避
難
又
は
期
待
可
能
性
が
考
慮
さ
れ
る
余
地
を
認
め
る
の
が
、
大
谷
（
注
75
）
三
九
七
頁
、
川
端
（
注
72
）
四
八
四
頁
。

354
）

吉
田
敏
雄
『
刑
法
理
論
の
基
礎
』﹇
第
三
版
﹈
二
〇
一
三
年
・
三
〇
七
頁
以
下
。
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(a)Theorie der ,,goldenen Brucke“

(b)Rechtstheorien

(aa)Unrechtsreduzierungstheorie

(bb) Schuldreduzierungstheorie

(cc)Unrechts-u.Schuldreduzierungstheorie

(c)Vereinigungstheorien

(d) Strafbarkeitsreduzierunstheorie

(e)Positive Spezialpravention
 

4.Der rechtliche Grund der Privilegirung wegen Rucktritts und seine
 

systematische Einordnung (Band 49,Nr.2)

II  Rucktrittsunfahigkeit und Rucktritt
 

1.Fehlgeschlagener Versuch und Misslungener Versuch

(A)Fehlgeschlagener Versuch

(B)Fehlschlag trotz Fortsetzungsmoglichkeit?

(C)Misslungener Versuch
 

2. Rucktritt vom unbeendeten Versuch, auch wenn der Tater sein
 

außertatbestandliches Handlungsziel erreicht hat?

III  Die Abgrenzung des unbeendeten vom beendeten Versuch
 

1.Theorienstreit
 

2.Die Zeitpunkt,in dem es auf die Vorstellung des Taters vom Stand
 

seiner Versuchstat ankommt (Band 49,Nr 3)

IV Voraussetzungen des Rucktritts
 

1.Freiwilligkeit
 

2.Rucktrittshandlungen
 

A Der unbeendete Versuch (Band 49,Nr.4)

B Der beendete Versuch
 

V Putativrucktritt

(a) Geschichte

(b)Beendeter untauglicher Versuch

(c)Misslungener Versuch

(d)Abbrechung der Kausalitat

(e)Objektive Zurechnung

(f) Freiwilligkeit und ernstliches Bemuhen
 

VI  Rucktritt von der Vorbereitung
 

VII  Rucktritt vom erfolgsqualifizierten Delikt
 

VIII  Rechtsfolge des Rucktritts (Band 50,Nr.1)
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Zweiter Kapitel Untauglicher Versuch
 

I  Kriterien der Strafbarkeit des untauglichen Versuchs

(A)Lehre im deutschsprachigen Raum

(a)Die subjektiven Theorien

(b)Die objektiven Theorien

(c)Die Lehre vom Mangel am Tatbestand

(B)Die gesetzliche Regelung

(a)Deutschland

(b) Österreich

(c)Die Schweiz

(C)Theorienstreit in Japan

(a)Die reine subjektive Theorie

(b)Die Theorie der subjektiven Gefahrdung (Die Theorie der abstra-

kten Gefahrdung)

(c)Die Theorie der konkreten Gefahrdung (Die neuere objektive
 

Theorie)

(d)Die objektive Theorie (Die alte objektive Theorie,Die Theorie
 

des absolut untauglichen und relativ untauglichen Versuchs)

(e)Die Theorie der Typengefahrdung
 

II  Der Begriff der Untauglichkeit des Versuchs

(A)Die Bedeutung der Untauglichkeit des Versuchs

(B)Die Unterscheidung zwischen dem absolut untauglichen Versuch
 

und dem relativ untauglichen Versuchs
 

III  Ursachen des untauglichen Versuchs

(A)Untauglichkeit des Versuchs der Handlung und des Objekts

(a)Untauglichkeit der Handlung

(b)Untauglichkeit des Objekts

(B)Untauglichkeit des Subjekts
 

IV Rechtsprechung
 

V Wahndelikte (Band 47,Nr 2)

Dritter Kapitel Rucktritt
 

I  Der rechtliche Grund der Previlegierung wegen Rucktritts
 

1.Die gesetzlichen Regelungen im deutschsprachigen Raum
 

2.Theorienstreit in der deutschsprachigen Strafrechtswissenschaft

(a)Rechtstheorien

(b)Theorie der ,,goldenen Brucke“

(c)Die Pramien-,Gnaden-bzw.Verdienstlichkeitstheorie

(d) Strafzweckorientierte Theorien

(e) Schulderfullungstheorie

(f)Kompensationstheorie
 

3.Theorienstreit in der japanischen Strafrechtswissenshaft
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(A)Lehren

(a)Die(rein)subjektive Theorie

(b)Die objektive Theorie

(aa)Die handlungsunwertorientierte objektive Theorie

(bb)Die Erfolgsunwertorientierte objektive Theorie

(B)Der Strafgrund des Versuchs
 

III  Tatbestandmaßigkeit
 

1.Subjetiver Tatbesatnd

(a)Tatplan

(b)Entschluß

(c)Vorsatz
 

2.Objektiver Tatbesatnd

(A) Situation im deutschsprachigen Raum

(a)Die formell-objektive Theorie oder Tatbestandstheorie

(b)Die materiell-objektive Theorie

(c)Die subjektive Theorie

(d)Die subjektiv-objektive Theorie oder individuell-objektive
 

Theorie

(e)Rechtsprechung

(f) Die konkretisierte Teilaktstheorie(Roxins Lehre)

(B)Lehren in Japan

(a)Die subjekive Theorie

(b)Die objektive Theorie

(aa)Die formell-objektive Theorie oder Tatbestandstheorie

(bb) Die handlungsunwerrtorientierte materiell-objektive
 

Theorie

(cc)Die Erfolgsunwertorientierte materiell-objektive Theorie

(c)Die eklektische Theorie

(aa)Die subjektiv-objektive Theorie

(bb)Die objektiv-subjektive Theorie (Band 46,Nr.2)

(C)Die Versuchshandlung (Abgrenzung von Vorbereitung und Ver-

such)

(a)Ausfuhrungshandlung

(b)Ausfuhrungsnahe Handlung

(c)Falle (Band 46,Nr.3/4)

(D)Mittelbare Taterschaft

(E)Erfolgsqualifizierte Delikte
 

3.Objektive Zurechnung
 

IV Rechtswidrigkeit
 

V Schuld (Band 47,Nr.1)
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Versuch und Rucktritt (9・Schluss)

Toshio YOSHIDA

 

Erster Kapitel Versuch
 

I  Der Begriff des Versuchs
 

II  Der Strafgrund des Versuchs
 

1.Situation in Deutschland

(A)Die gesetzliche Regelung

(B)Lehren

(a)Die objektiven Theorien

(aa)Die altere objektive Theorie

(bb)Die neuere objektive Theorie (Die neuere Gefahrlichkeits-

theorie)

(cc)Die Lehre vom Mange1 am Tatbestand

(dd)Die moderne neue objektive Theorie

(b)Die subjektiven Theorien

(aa)Die reine subjektive Theorie

(bb)Die an der Gefahrlichkeit des Taters orientierte Theorie

(Die Taterstheorie)

(cc)Die Theorie des Expressiv-Werdens eines Normbruchs

(c)Die Eindruckstheorie

(d)Die Vereinigungstheorie

(e)Andere neuere Theorien

(aa)Die dualistische Theorie,die im Unrechtsgehalt zwei For-

men des Versuchs unterscheidet

(bb)Die Theorie des Verletzung des Anerkennungsverhaltnisses

(cc)Die echt sujektiv-objektive Theorie

(dd)Die Lehre,die die Strafbarkeit des untauglichen Versuchs
 

fur verfassungswidrig halt

(ee)Die Lehre des auf Kant und Fichte berufenen Versuchsun-

rechts
 

2.Situation in Österreich

(A)Die gesetzliche Regelung

(B)Lehren
 

3.Situation in der Schweiz

(A)Die gesetzliche Regelung

(B)Lehren (Band 46,Nr.1)

4.Situation in Japan
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